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本
日
は
人
間
文
化
研
究
機
構
の
第
八
回
公
開
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

人
間
文
化
研
究
機
構
は
、
二
〇
〇
四
年
に
「
国
立
大
学
法
人
法
」
に
基
づ
い
て
で
き
た
大
学
共
同
利
用

機
関
法
人
の
一
つ
で
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
国
文
学
研
究
資
料
館
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、

総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
、
国
立
民
族
学
博
物
館
と
い
う
五
つ
の
研
究
機
関
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

五
つ
の
機
関
は
普
段
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、
人
間
の
文
化
活
動
や
、
人
間
と
社
会
・
自
然
と
の
関
係
な
ど
に

関
す
る
調
査
研
究
に
携
わ
っ
て
お
り
ま
す
が
、
同
時
に
、
機
関
同
士
が
相
互
に
連
携
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
よ
り
総
合
的
、
よ
り
多
様
な
研
究
を
推
進
し
、
学
術
文
化
の
進
展
に
努
め
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た

連
携
協
力
の
成
果
を
み
な
さ
ま
に
理
解
い
た
だ
く
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
公
開
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

定
期
的
に
行
っ
て
い
る
次
第
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
人
間
文
化
研
究
機
構
で
は
、
七
回
、
公
開
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
、「
今
な
ぜ
、人
間
文
化
か
」（
第
一
回
）、「
歩
く
人
文
学
」（
第
二
回
）、「
人
が
創
っ
た
植
物
た
ち
」（
第

三
回
）、「
人
は
な
ぜ
花
を
愛
で
る
の
か
？
」（
第
四
回
）、「
人
は
、ど
ん
な
手
紙
を
書
い
た
か
」（
第
五
回
）、「
世

界
に
広
が
る
日
本
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
」（
第
六
回
）、「
国
際
開
発
協
力
へ
の
ま
な
ざ
し
」（
第
七
回
）
で
す
。

　

こ
れ
ら
に
よ
り
、
私
ど
も
の
活
動
の
一
端
を
み
な
さ
ま
に
知
っ
て
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
し
、
ま
た
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
は
、
世
の
中
に
対
し
て
あ
る
一
定
の
問
題
提
起
も
で
き
た
の
で
は
な
い

か
と
自
負
し
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
本
日
は
、
当
機
構
の
構
成
五
機
関
の
中
で
も
、
千
葉
県
の
佐
倉
に
あ
り
ま
す
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
が
主
体
と
な
っ
て
開
催
い
た
し
ま
す
。
歴
博
で
は
年
来
、
展
示
室
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
進
め
て
き
た
の

で
す
が
、
こ
の
二
〇
〇
八
年
三
月
に
、
近
世
史
に
関
わ
る
新
し
い
第
三
展
示
室
の
オ
ー
プ
ン
が
な
り
ま
し
た
。

そ
の
記
念
と
し
て
、本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
も「
新
し
い
近
世
史
像
を
求
め
て
」と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

講
演
者
の
お
話
に
よ
り
、
歴
博
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
意
図
も
よ
り
よ
く
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待

し
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
じ
っ
く
り
耳
を
お
傾
け
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
長
の
平
川
南
で
す
。
本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

歴
博
は
、
い
ま
か
ら
四
年
前
の
二
〇
〇
四
年
に
総
合
展
示
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
決
め
、
内
外
の
研
究
者
の

方
々
と
と
も
に
基
本
計
画
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
開
館
後
二
十
五
年
を
経
て
、
総
合
展

示
が
最
新
の
学
術
研
究
の
成
果
を
十
分
に
反
映
し
た
も
の
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
り

ま
し
た
。

　

学
術
的
な
側
面
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
り
見
や
す
く
、
わ
か
り
や
す
く
、
時
代
の
要
請
に
応
え
た

博
物
館
と
は
何
か
。
来
館
者
の
方
々
か
ら
も
、
も
っ
と
工
夫
が
必
要
だ
と
い
う
声
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
お
り

ま
し
た
。　

　

私
ど
も
は
十
か
年
計
画
で
、総
合
展
示
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
計
画
を
立
て
ま
し
た
。こ
れ
ま
で
未
着
手
で
あ
っ

た
第
六
展
示
室(

現
代)

を
新
構
築
、
さ
ら
に
第
三
展
示
室
（
近
世
）、
第
四
展
示
室
（
民
俗
）
を
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
す
る
こ
と
と
し
、
国
内
外
の
研
究
者
の
方
々
に
も
い
ろ
い
ろ
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
実
現
に
向
け

て
邁
進
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
第
一
弾
と
し
て
、
二
〇
〇
八
年
三
月
に
第
三
展
示
室
が
オ
ー
プ

ン
い
た
し
ま
し
た
。
ご
覧
に
な
っ
た
方
か
ら
は
、「
歴
博
は
変
わ
っ
た
。
と
て
も
わ
か
り
や
す
い
展
示
に
な
っ

た
」
と
い
う
声
が
よ
せ
ら
れ
、
意
を
強
く
し
て
お
り
ま
す
。

　

私
た
ち
歴
博
は
日
本
の
歴
史
・
文
化
を
研
究
す
る
博
物
館
と
し
て
、
膨
大
な
資
料
を
集
積
し
て
ま
い
り

ま
し
た
。
そ
れ
を
全
国
の
研
究
者
と
と
も
に
共
同
研
究
し
、
さ
ら
に
そ
の
研
究
成
果
を
展
示
と
い
う
形
に

構
築
す
る
。
そ
し
て
、
研
究
者
の
み
な
ら
ず
広
く
一
般
の
方
々
に
見
て
い
た
だ
き
、
そ
の
中
か
ら
ま
た
新
し

い
研
究
課
題
を
模
索
し
て
い
く
と
い
う
作
業
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
後
も
、
こ
の
ス
タ
ン
ス
が
、「
博

物
館
の
形
態
を
持
っ
た
大
学
共
同
利
用
機
関
」
と
し
て
の
歴
博
の
基
本
姿
勢
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
幸
い
に
も
第
三
展
示
室
を
オ
ー
プ
ン
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
第

一
歩
で
す
。
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
新
し
い
近
世
史
像
を
求
め
て
」
の
通
り
、
こ
れ

か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
模
索
し
、
構
築
し
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
展
示
を
組
み
立
て
て
い
く
過
程
で
、
改
め
て
見
え
て
き
た
課
題
も
多
々
ご
ざ
い
ま
す
。
研
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究
が
展
示
を
生
み
、
展
示
が
次
の
研
究
を
生
み
出
す
。
そ
れ
が
ま
さ
に
、
私
た
ち
が
目
指
し
て
い
る
「
博

物
館
型
研
究
統
合
」
と
い
う
新
し
い
研
究
ス
タ
イ
ル
で
す
。

　

で
き
る
だ
け
多
く
の
方
々
に
新
し
い
展
示
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
意
見
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
そ
の
意
見
を
受
け
止
め
て
、
さ
ら
に
新
た
な
近
世
史
像
を
構
築
し
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。
今
日

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
そ
の
た
め
の
ご
意
見
を
み
な
さ
ま
に
問
う
試
み
の
一
つ
で
す
。

 

「
歴
史
」
と
い
う
も
の
を
、
博
物
館
は
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
。
す
な
わ
ち
歴
史
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ

う
な
展
示
手
法
で
叙
述
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
い
ま
や
世
界
的
な
潮
流
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
流
れ
も
踏
ま
え
て
、
今
日
は
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
展
示
の
監
修
を
し
て
い
た
だ
い
た
イ
リ
ノ
イ
大

学
の
ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
先
生
や
、
大
英
博
物
館
の
テ
ィ
モ
シ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
先
生
に
も
い
ろ
い
ろ
教
え
て
い

た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
日
本
の
近
世
史
を
つ
ね
に
リ
ー
ド
し
て
こ
ら
れ
た
京
都
大

学
の
藤
井
譲
治
先
生
に
も
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
半
日
と
い
う
短
い
時
間
で
は
あ
り
ま
す
が
、
で

き
る
だ
け
多
く
の
糸
口
を
探
っ
て
ゆ
け
れ
ば
と
考
え
ま
す
。
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第
三
展
示
室
の
全
体
概
要

　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
岩
淵
令
治
で
す
。
総
合
展
示
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
に
関
わ
っ
て
き
た
者
と
し
て
、
今
日
は
お
話
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

た
だ
い
ま
平
川
館
長
か
ら
も
少
し
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
歴

博
で
は
「
研
究
と
展
示
の
関
係
」
を
重
視
し
て
お
り
、「
研
究
を

し
な
が
ら
新
し
い
展
示
を
作
っ
て
い
く
」
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て

い
る
こ
と
を
、
初
め
に
強
調
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
普
通
は
一
つ

の
展
示
を
作
る
と
そ
れ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
の
で
す

が
、
わ
れ
わ
れ
は
展
示
を
一
つ
の
出
発
点
と
し
て
、
さ
ら
に
研
究

を
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

今
回
オ
ー
プ
ン
し
た
第
三
展
示
室
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ

は
、「
国
際
社
会
の
な
か
の
近
世
日
本
」
と
い
う
大
テ
ー
マ
を
設

け
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
日
本
の
近
世
の
政
治
史
と
国

際
社
会
の
関
係
に
注
目
し
た
も
の
で
、
展
示
と
し
て
は
新
し
い
試

み
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
後
に
ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
さ
ん
と
テ
ィ
モ

シ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
さ
ん
に
も
関
連
す
る
お
話
を
い
た
だ
き
ま
す
が
、

私
は
そ
れ
に
先
立
ち
ま
し
て
、
第
三
展
示
室
の
概
要
か
ら
お
話
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
こ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
第
三
展
示
室
（
近
世
）
の

全
体
を
示
す
平
面
図
で
す
（
図
①
）。
展
示
室
は
大
き
く
分
け
て

四
つ
の
大
テ
ー
マ
か
ら
な
っ
て
い
て
、
最
初
が
「
国
際
社
会
の
な

か
の
近
世
日
本
」
で
す
（
図
②
）。
以
下
、「
都
市
の
時
代
」（
図
③
）、

「
ひ
と
と
も
の
の
な
が
れ
」（
図
④
）「
村
か
ら
み
え
る『
近
代
』」（
図

⑤
）
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

概
略
を
ご
説
明
し
ま
す
。
一
つ
目
の
「
国
際
社
会
の
な
か
の
近

世
日
本
」
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
ま
す
の
で
省
略
し
ま
す
。
二
つ

目
の
「
都
市
の
時
代
」
で
は
、
城
下
町
の
代
表
と
し
て
江
戸
を
と

り
あ
げ
、
社
会
の
構
造
と
そ
こ
に
展
開
し
た
文
化
を
展
示
し
て
お

り
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
各
地
に
城
下
町
と
在
方
町
が
で
き
、
そ

れ
が
、
現
代
の
日
本
の
都
市
に
つ
な
が
る
基
盤
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
点
か
ら
「
都
市
の
時
代
」
と
銘
打
っ
た
わ
け
で
す
。

　

三
つ
目
の
「
ひ
と
と
も
の
の
な
が
れ
」
で
は
、
近
世
に
お
け
る
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図①　国立歴史民俗博物館第３展示室平面図(全体図)　

人
の
移
動
や
物
流
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
当
時
の
陸
上

交
通
（
伊
勢
参
詣
な
ど
）、
海
上
交
通
（
北
前
船
な
ど
）
に
つ
い

て
説
明
し
て
お
り
ま
す
。

　

四
つ
目
の
「
村
か
ら
み
え
る
『
近
代
』」
は
、
村
を
と
り
あ
げ

ま
し
た
。
人
び
と
の
生
産
・
暮
ら
し
、
そ
し
て
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま

な
技
術
や
知
識
が
蓄
積
さ
れ
、
近
代
の
前
提
が
作
ら
れ
て
い
っ
た

と
い
う
の
が
タ
イ
ト
ル
の
趣
旨
で
す
。
ま
た
、
幕
末
の
世
相
や
、

異
文
化
と
の
接
触
・
表
象
（
漂
流
民
・
外
交
使
節
な
ど
）
も
と
り

あ
げ
ま
し
た
。

新
た
な
工
夫

 　

　

展
示
に
あ
た
っ
て
は
、
い
く
つ
か
の
工
夫
を
致
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
露
出
展
示
で
す
。
当
館
所
蔵
品
の
う
ち
の
目
玉
で
も
あ

る「
江
戸
図
屏
風
」の
レ
プ
リ
カ
を
、ケ
ー
ス
か
ら
出
し
て
展
示
し
、
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な
る
べ
く
皆
さ
ん
に
近
く
で
見
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し
ま
し
た

（
図
⑥
）。
屏
風
に
は
細
か
い
情
報
が
膨
大
に
描
き
こ
ま
れ
て
い
ま

す
か
ら
、
で
き
る
だ
け
近
く
で
、
じ
っ
く
り
見
て
い
た
だ
く
の
が

い
い
の
で
す
。
原
資
料
は
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
絵
画
資
料
で
す
の
で
、

ど
う
し
て
も
展
示
期
間
が
限
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
レ
プ
リ
カ（
複

製
）
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
展
示
を
実
現
す
る
こ
と

が
で
き
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

よ
り
細
か
い
部
分
ま
で
見
て
い
た
だ
く
た
め
に
、「
タ
ッ
チ
パ

ネ
ル
」
も
用
意
し
ま
し
た
。
図
⑥
の
中
で
お
子
さ
ん
が
触
っ
て
い

る
の
が
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
で
す
。
ま
ず
、
自
分
が
見
た
い
資
料
を
画

面
で
選
択
し
ま
す
。
す
る
と
、
ま
ず
全
体
が
出
ま
し
て
、
次
に
希

図④　「ひとともののながれ」の展示室

図②　「国際社会のなかの近世日本」の展示室

図③　「都市の時代」の展示室

望
す
る
項
目
を
タ
ッ
チ
す
る
と
、
拡
大
部
分
と
説
明
が
現
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
（
図
⑦
⑧
）。
す
べ
て
の
資
料
を
露
出
展

示
に
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
展
示
物
の
前
に
手

す
り
を
設
け
、
こ
う
し
た
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
や
め
く
り
解
説
を
置
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
展
示
物
と
観
覧
す
る
方
の
間
を
つ
な
ご
う
と
考

え
ま
し
た
。
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
に
際
し
て
、
七
十
七
番
組
を
制
作
し
、
総
計
二
十
八
台
を
設
置

し
て
い
ま
す
。

 
「
寺
子
屋　

れ
き
は
く
」
と
い
う
体
験
学
習
コ
ー
ナ
ー
も
設
け
ま

し
た
（
図
⑨
）。
江
戸
時
代
に
実
際
に
寺
子
屋
で
使
わ
れ
て
い
た

テ
キ
ス
ト
を
使
っ
て
、
来
館
者
に
自
分
の
名
前
を
江
戸
時
代
の
文
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図⑤　「村からみえる『近代』」の展示室

図⑥　近くで見られるよう展示した「江戸図屏風」（複製）

報告1ーー 国立歴史民俗博物館の新しい近世展示

図⑦⑧　タッチパネルを操作すれば、見たいところの拡大画面
　　　　説明が出てくる。「江戸図屏風」より

図⑨　体験学習コーナー「寺小屋　れきはく」

字
で
書
い
て
も
ら
っ
た
り
、「
す
ご
ろ
く
」
や
「
か

ら
く
り
」
を
体
験
し
て
い
た
だ
く
な
ど
、
い
ろ
い
ろ

な
面
白
い
遊
び
を
試
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
企
画

は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
の
ご
協
力
で
実
現
し
て

い
ま
す
。

 

「
ミ
ニ
企
画
展
示
」
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
た
こ
と

も
、
大
き
な
特
徴
で
す
。
常
設
展
示
と
い
う
の
は
、

一
度
作
っ
て
し
ま
う
と
な
か
な
か
内
容
を
変
え
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
歴
史
研
究
に
は
、

そ
の
時
々
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
的
な
成
果
が
あ
る
の
で

す
か
ら
、
そ
ん
な
先
端
情
報
も
展
示
し
て
い
き
た
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図⑩　第３展示室の「国際社会のなかの近世日本」の展示内容

い
。
ま
た
、
展
示
し
き
れ
な
か
っ
た
館
蔵
の
原
資
料
も
展
示
し
た

い
。
そ
の
た
め
に
用
意
し
た
一
角
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
二
〇
〇
八
年
六
月
に
は
、「
近
代
医
学
の
発
祥
地

　

佐
倉
順
天
堂
」
と
題
し
た
ミ
ニ
企
画
展
示
を
行
い
ま
し
た
。
西

洋
医
学
の
受
容
地
と
し
て
は
長
崎
や
大
坂
の
適
塾
な
ど
が
有
名
で

す
が
、じ
つ
は
、歴
博
が
あ
る
千
葉
県
佐
倉
も
先
進
地
で
し
た
。『
解

体
新
書
』
や
、
西
洋
医
学
が
入
る
前
の
解
剖
の
図
、
実
際
に
使
わ

れ
て
い
た
西
洋
渡
来
の
薬
品
類
、
顕
微
鏡
、
当
時
の
手
術
の
道
具
、

佐
倉
順
天
堂
の
門
人
帳
な
ど
を
展
示
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

常
設
展
示
で
は
見
せ
き
れ
な
い
当
館
所
蔵
資
料
の
紹
介
を
、
年
に

五
回
、「
ミ
ニ
企
画
展
示
」
で
行
っ
て
い
く
予
定
で
す
。

「
国
際
社
会
の
な
か
の
近
世
日
本
」

　

で
は
、
大
コ
ー
ナ
ー
「
国
際
社
会
の
な
か
の
近
世
日
本
」
と
こ

れ
に
つ
な
が
る
導
入
部
の
展
示
内
容
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
細
か

く
述
べ
ま
す
（
図
⑩
）。

　

こ
の
エ
リ
ア
は
、「
日
本
へ
の
ま
な
ざ
し
」
と
い
う
展
示
か
ら

始
ま
り
ま
す
。
私
た
ち
が
江
戸
時
代
を
見
る
と
き
に
感
じ
る
「
近

い
け
れ
ど
異
文
化
」
と
い
う
感
覚
を
と
ら
え
て
、
十
六
〜
十
七

世
紀
当
時
の
外
国
人
は
、
日
本
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
と

い
う
視
点
を
導
入
に
持
っ
て
き
ま
し
た
。
い
わ
ば
「
異
文
化
を
見

る
外
か
ら
の
ま
な
ざ
し
」
を
持
っ
て
、
展
示
室
に
入
っ
て
い
た
だ

く
と
い
う
意
図
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ

に
は
「
万
国
総
図
」
と
「
万
国
人
物
図
」（
図

⑪
）
の
セ
ッ
ト
な
ど
、
外
か
ら
見
た
日
本
の

姿
を
示
す
資
料
を
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
資
料
を
見
る
と
、
当
時
の
日
本

が
外
か
ら
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か

が
非
常
に
よ
く
わ
か
り
ま
す
。「
万
国
人
物

図
」
に
は
鎧
武
者
と
こ
れ
に
仕
え
る
日
本
女

性
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
人
物
が
、
当

時
の
日
本
列
島
に
住
む
人
び
と
の
標
準
的

な
姿
だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
そ
れ
は
別
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
資
料

を
描
い
た
人
び
と
が
異
文
化
を
ど
の
よ
う
に

認
識
し
て
い
た
か
と
い
う
表
象
的
な
側
面

が
、
非
常
に
重
要
な
わ
け
で
す
。
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さ
て
、
こ
れ
ら
の
導
入
部
を
過
ぎ
て
、「
国
際
社
会
の
な
か
の

近
世
日
本
」
の
メ
イ
ン
エ
リ
ア
に
入
り
ま
す
。
中
心
コ
ン
セ
プ
ト

と
な
る
の
は
、
当
時
の
日
本
の
対
外
関
係
の
あ
り
方
と
、「
四
つ

の
口
」
に
関
し
て
で
す
。「
四
つ
の
口
」
と
は
、
江
戸
時
代
の
日

本
が
海
外
に
対
し
て
開
い
て
い
た
四
つ
の
玄
関
口
の
こ
と
で
、
こ

の
口
を
通
じ
て
日
本
は
東
ア
ジ
ア
社
会
な
ど
と
つ
な
が
っ
て
い
ま

し
た
。

　

一
般
に
、
当
時
の
日
本
は
「
鎖
国
」
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

自
由
な
海
外
渡
航
が
禁
止
さ
れ
、
対
外
関
係
が
幕
府
と
特
定
の

藩
に
独
占
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
当
た
っ
て
い
ま
す
が
、
一
面
に

お
い
て
は
当
た
っ
て
い
ま
せ
ん
。
当
時
の
日
本
は
海
外
に
対
し
て

ま
っ
た
く
閉
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
日
本
の

近
世
に
お
け
る
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
の
ち
ほ
ど
、
他
の
先
生
方

も
話
題
に
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

図⑪　「万国人物図」（下関市立長府博物館蔵）

近
世
日
本
の
「
四
つ
の
口
」

 

「
四
つ
の
口
」
の
展
示
に
つ
い
て
お
話
い
た
し
ま
す
。
概
要
は
、

図
⑫
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ご
く
大
雑
把
に
言
う
と
、
薩
摩
藩
（
島

津
氏
）
の
支
配
下
で
の
「
琉
球
の
口
」、
対
馬
藩
（
宗
氏
）
に
よ

る
「
対
馬
の
口
」、
長
崎
奉
行
の
差
配
に
よ
る
「
長
崎
の
口
」、
そ

し
て
、
松
前
藩
（
松
前
氏　

幕
府
直
轄
の
時
期
も
あ
り
）
に
よ
る

「
松
前
の
口
」
の
四
つ
に
な
り
ま
す
。

　

琉
球
は
、薩
摩
の
支
配
の
も
と
清（
中
国
）と
つ
な
が
っ
て
お
り
、

対
馬
は
朝
鮮
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
。
長
崎
の
口
は
オ
ラ
ン
ダ

の
東
イ
ン
ド
会
社
と
つ
な
が
っ
て
お
り
、
松
前
の
口
は
ア
イ
ヌ
、

北
方
社
会
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
。
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
展
示
で

は
、
こ
れ
ら
四
つ
の
口
の
所
在
を
地
図
な
ど
で
示
し
つ
つ
、
そ
こ

で
や
り
と
り
さ
れ
た
物
や
人
の
動
き
を
表
象
的
に
配
し
、「
鎖
国
」
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図⑫　江戸時代の対外関係(18世紀を中心とした概略図)



11 報告1ーー 国立歴史民俗博物館の新しい近世展示

と
い
わ
れ
な
が
ら
、
じ
つ
は
完
全
な
鎖
国
で
は
な
か
っ
た
当
時
の

日
本
と
海
外
と
の
か
か
わ
り
を
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

四
つ
の
口
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
が
あ
り
、
そ
こ
を
介
し
て
さ

ま
ざ
ま
な
国
や
地
域
と
交
流
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
総
体
と
し
て

見
れ
ば
、
中
国
と
の
交
易
が
一
番
大
き
な
ウ
エ
ー
ト
を
占
め
て
い

ま
し
た
。　

　

物
の
流
れ
と
い
う
点
で
言
い
ま
す
と
、
十
七
世
紀
ご
ろ
は
中
国

産
の
生
糸
が
日
本
に
輸
入
さ
れ
、
銅
や
銀
が
日
本
か
ら
中
国
へ
輸

出
さ
れ
る
と
い
う
関
係
が
特
徴
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
生

糸
の
ウ
エ
ー
ト
は
少
し
ず
つ
落
ち
、
代
わ
っ
て
鮫
皮
や
書
籍
、
薬

品
の
輸
入
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
輸
出
の
ほ
う
は
、い
わ
ゆ
る
「
俵

物
」
と
呼
ば
れ
る
コ
ン
ブ
、
ホ
タ
テ
貝
、
フ
カ
ヒ
レ
、
あ
る
い
は

イ
リ
コ
な
ど
が
多
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

人
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
政
治
的
な
側
面
に
注
目
し
、
外
交
関

係
を
見
せ
る
と
い
う
効
果
を
果
た
し
た
外
国
か
ら
の
使
節
の
「
行

列
」
の
図
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
四
つ
の
口
」
に
関
す
る
展
示
は
、
そ
こ
を

行
き
交
っ
た
「
物
」
と
、
目
に
見
え
る
政
治
的
な
対
外
関
係
と
し

て
の
「
行
列
」
の
二
つ
を
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。

長
崎
口
に
つ
い
て

　

で
は
、
四
つ
の
個
々
の
展
示
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
に
ご
説

明
し
て
い
き
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
に
つ
な
が
っ
て
い
た
「
長
崎
口
」
に

つ
い
て
で
す
。
こ
こ
で
は
中
央
に
、
メ
イ
ン
と
な
る
「
寛
文
長
崎

図⑬　「四つの口」のうちの「長崎口」では、「寛文長崎図屏風」（長崎歴史文化博物館蔵）を中心に据え、文書や絵画等を展示している
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図
屏
風
」
を
配
し
、
併
せ
て
、
文
書
や
絵
画
等
の
資
料
を
お
見
せ

し
て
お
り
ま
す
（
図
⑬
）。

 

「
寛
文
長
崎
図
屏
風
」
は
、
左
隻
に
「
出
島
」
や
入
港
し
て
く
る

オ
ラ
ン
ダ
船
を
描
き
、
右
隻
に
は
長
崎
の
祭
礼
（
く
ん
ち
）
な
ど

を
描
い
た
貴
重
な
も
の
で
す
。

　

長
崎
口
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ほ
か
中
国
と
も
つ
な
が
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
こ
の
屏
風
に
関
し
て
、
皆
さ
ん
に
注
目
し
て
い
た
だ
き

た
い
こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
屏
風
が
描
か
れ
た

当
時
、オ
ラ
ン
ダ
人
は「
出
島
」に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

中
国
人
は
市
中
を
自
由
に
出
歩
け
て
い
た
と
い
う
点
で
す
。
ご
覧

の
よ
う
に
、
町
の
中
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
中
国
人
が
混
じ
っ
て
い

ま
す
（
図
⑭
）。
中
国
人
が
出
島
と
同
じ
よ
う
な
意
味
を
持
つ
「
唐

館
」
と
い
う
一
画
に
押
し
込
め
ら
れ
る
の
は
十
七
世
紀
の
終
わ
り

ご
ろ
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
は
市
中
の
商
家
に
分
宿
す
る
よ
う
な

形
で
生
活
し
て
い
た
の
で
す
。

　

図
⑮
は
、
唐
館
の
様
子
で
す
（「
唐
館
図
」）。
物
資
が
到
着
し
、

そ
れ
を
扱
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
図
⑯
は
、
当
時

使
わ
れ
て
い
た
織
物
の
見
本
帳
で
す
。
図
⑰
は
交
易
船
の
証
明
書

（
信
牌
）
で
す
。
割
り
印
を
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
規
の

交
易
船
か
ど
う
か
証
明
で
き
る
形
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

一
方
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
み
な
さ
ん
も
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に
、

交
易
も
居
住
も
扇
形
の
島
「
出
島
」
の
中
で
管
理
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
図
⑱
は
先
ほ
ど
挙
げ
た
「
唐
館
図
」
と
対
応
す
る
「
蘭
館
図
」

と
い
う
も
の
で
、
望
遠
鏡
を
の
ぞ
い
て
い
る
の
は
シ
ー
ボ
ル
ト
で

図⑭　市中を歩く中国人（「寛文長崎図屏風」より　
      　長崎歴史文化博物館蔵）

図⑮　唐館の様子(「唐館図」　長崎歴史文化博物館蔵)

図⑯　交易に使われていた織物の見本帳
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す
。
シ
ー
ボ
ル
ト
と
い
え
ば
、
日
本
の
長
崎
貿
易
で
は
お
な
じ
み

の
名
前
で
し
ょ
う
。
シ
ー
ボ
ル
ト
は
帰
国
の
際
、
日
本
か
ら
さ
ま

ざ
ま
な
も
の
を
持
っ
て
帰
り
ま
し
た
が
、
面
白
い
と
こ
ろ
で
は
、

日
本
の
音
楽
も
採
譜
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
持
ち
帰
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
楽
譜
を
当
時
と
同
様
の
楽
器
で
再
現
し
た
演
奏
も
、
展
示
の

中
で
聴
け
る
よ
う
に
し
て
お
り
ま
す
。

　

図
⑲
の
陶
磁
器
や
漆
器
は
、
長
崎
交
易
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の

で
、
海
外
向
け
に
日
本
で
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
漆
器
に
は
、
珍

し
い
服
装
で
馬
に
乗
っ
て
い
る
人
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら

く
カ
ピ
タ
ン
の
江
戸
上
り
で
し
ょ
う
。

　

対
馬
口
に
つ
い
て

　

次
は
「
対
馬
口
」
に
つ
い
て
で
す
。

　

対
馬
で
は
古
く
か
ら
宗
氏
を
介
し
て
朝
鮮
半
島
と
交
流
が
行
わ

れ
て
き
た
の
で
す
が
、
文
禄
・
慶
長
期
の
豊
臣
秀
吉
の
出
兵
に
よ

り
、
一
時
断
絶
し
ま
し
た
。
復
活
す
る
の
は
徳
川
幕
府
が
成
立
し

て
か
ら
で
、
い
わ
ゆ
る
「
朝
鮮
通
信
使
」
と
い
う
使
節
団
が
や
っ

て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

朝
鮮
通
信
使
に
つ
い
て
は
、
こ
の
後
で
ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
さ
ん

か
ら
も
ご
報
告
が
あ
り
ま
す
が
、
彼
ら
の
来
訪
は
、
た
だ
「
外
交
」

的
な
意
味
だ
け
で
な
く
、「
内
政
」
的
に
も
重
要
な
意
味
を
持
っ

図⑰　交易船の証明書(信牌)

図⑱　望遠鏡をのぞくシーボルト(「蘭館図」　長崎歴史文化博物館蔵)

図⑲　海外向けに作られた陶磁器や漆器
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図⑳　「四つの口」のうち「対馬口」のパネル（「朝鮮通信使歓待図屏風」より　泉涌寺蔵）

図㉑　「朝鮮通信使歓待図屏風」（泉涌寺蔵）

て
い
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、徳
川
幕
府
は
、朝
鮮
か
ら
海
を
渡
っ

て
自
分
た
ち
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
く
る
使
節
の
行
列
を
庶
民
に
見

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
権
威
を
格
上
げ
し
、
威
信
を

保
つ
こ
と
に
利
用
し
て
い
た
側
面
が
あ
る
か
ら
で
す
。
展
示
で
は
、

彼
ら
の
行
列
を
版
本
に
し
て
喧
伝
し
て
い
た
資
料
な
ど
も
紹
介
し

て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
と
朝
鮮
そ
れ
ぞ
れ
の
儀
礼
の
場
面
と
国
書
の
形
式

を
比
較
し
、
対
等
な
関
係
が
演
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
パ
ネ
ル
で

示
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
図
⑳
㉑
は
「
朝
鮮
通
信
使
歓
待
図
屏

風
」（
泉
涌
寺
蔵
）
で
す
。
国
書
の
受
け
渡
し
の
時
に
は
、
将
軍

は
御
簾
の
奥
に
い
て
、
通
信
使
と
の
間
に
対
馬
藩
主
が
入
り
、
直

接
顔
を
合
わ
せ
な
い
と
い
う
面
会
の
形
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
同

様
に
、
朝
鮮
の
東
莱
府
で
は
、
日
本
の
使
節
は
国
王
に
直
接
は
会

え
ず
、国
王
の
木
牌
と
面
会
し
ま
し
た
（「
東
莱
府
使
按
倭
使
図
」）。

　

先
ほ
ど
長
崎
の
出
島
や
唐
館
の
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
が
、
釜
山

に
あ
っ
た
倭
館
の
写
真
も
展
示
し
ま
し
た
。
ま
た
、
交
易
の
主
要

品
と
し
て
、
朝
鮮
人
参
な
ど
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
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図㉓　中国から琉球にやってきた使節たち(「冊封使行列図」より　沖縄県立博物館・美術館蔵)

図㉒　「四つの口」のうちの「薩摩・琉球口」の展示。「琉球貿易図屏風」がメイン

琉
球
・
薩
摩
口
に
つ
い
て

　　

次
は
、「
薩
摩
・
琉
球
口
」
で
す
（
図
㉒
）。
展
示
の
メ
イ
ン
は
「
琉

球
貿
易
図
屏
風
」
で
、
交
易
ル
ー
ト
や
、
江
戸
上
り
の
道
筋
の
解

説
な
ど
と
と
も
に
お
見
せ
し
て
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ま
も
ご
存
知
の
よ
う
に
琉
球
は
も
と
も
と
独
立
国
家

で
、
清
と
の
間
に
「
朝
貢
と
冊
封
」
と
い
う
関
係
を
築
い
て
い
た

の
で
す
が
、
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
に
薩
摩
に
侵
略
さ
れ
、

両
属
の
国
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
状
況
を
立
体
的
に
わ
か
り

や
す
く
示
そ
う
と
い
う
狙
い
の
も
と
に
展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。

 

「
冊
封
使
行
列
図
」（
図
㉓
）
は
中
国
か
ら
琉
球
に
や
っ
て
き
た

使
節
の
図
、「
琉
球
人
登
城
之
行
列
図
」
は
琉
球
人
が
江
戸
に
上
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図㉕　東アジアからの輸入品の三線

図㉖　「四つの口」のうち「松前口」の展示

る
行
列
の
図
で
す
。
琉
球
か
ら
江
戸
に
上
る
行
列
は
、
将
軍
就
任

の
節
に
お
祝
い
の
挨
拶
を
す
る
慶
賀
使
や
、
琉
球
国
王
が
新
た
に

着
任
し
た
と
き
に
挨
拶
を
述
べ
に
い
く
謝
恩
使
な
ど
で
し
た
。
ま

た
、
琉
球
か
ら
中
国
に
向
か
う
冊
封
使
の
行
列
を
描
い
た
図
㉔

（『
琉
客
談
記
』）
も
展
示
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
冊
封
使
は
、
江

戸
時
代
に
百
十
三
回
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
意
味
の
違
う
行
列
の
図
を
並
べ
る
こ
と
に
よ
り
、

琉
球
、
薩
摩
、
中
国
、
江
戸
幕
府
の
入
り
組
ん
だ
関
係
や
文
化
交

流
の
あ
り
方
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
つ
と
め
て
い
ま
す
。

　

琉
球
貿
易
を
通
し
て
、
近
世
の
日
本
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
物
が

交
流
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
展
示
で
は
、
琉
球
と
い
う
中
間
地
点

を
介
し
て
、
中
国
の
薬
種
と
北
方
の
昆
布
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
交

図㉔　琉球から中国に向かう冊封使の行列
　　　（『琉客談記』より　沖縄県立博物館・美術館蔵）

流
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
昆
布
は
琉
球
の
食
に
大
き
な
影

響
を
与
え
、
い
ま
も
沖
縄
の
人
が
よ
く
食
べ
て
い
る
食
材
で
す
。

そ
の
他
に
も
、
中
国
か
ら
沖
縄
に
入
っ
て
き
て
根
づ
い
た
食
や
儀

礼
の
習
慣
は
数
多
く
あ
り
ま
す
。
衣
食
住
に
関
す
る
こ
と
は
、
多

く
の
方
に
と
っ
て
親
し
み
や
す
い
事
項
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ら

が
近
世
の
交
易
に
多
く
を
根
ざ
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
ご
覧

に
な
る
方
の
興
味
を
ひ
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

図
㉕
は
、
み
な
さ
ん
も
よ
く
ご
存
知
の
三
線
で
す
。
胴
に
張
ら

れ
て
い
る
の
は
ニ
シ
キ
ヘ
ビ
の
皮
で
す
。
沖
縄
に
は
ハ
ブ
は
い
ま

す
が
ニ
シ
キ
ヘ
ビ
は
棲
息
し
て
お
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
か
ら
の
輸
入

品
で
す
。
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
文
化
交
流
の
跡
を
読
み

取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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図㉗　北海道アイヌ・樺太アイヌ・千島アイヌの分布図

松
前
口
に
つ
い
て

　　

最
後
は
ア
イ
ヌ
、
北
方
社
会
と
つ
な
が
っ
て
い
た
「
松
前
口
」

で
す
（
図
㉖
）。

　

私
た
ち
は
、
ア
イ
ヌ
と
い
え
ば
北
海
道
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強

い
の
で
す
が
、
実
際
は
も
っ

と
範
囲
が
広
く
、
大
き
く

言
う
と
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に

分
か
れ
て
い
ま
す
（
図
㉗
）。

す
な
わ
ち
「
北
海
道
ア
イ
ヌ
」

「
樺
太
ア
イ
ヌ
」「
千
島
ア
イ

ヌ
」
で
す
。
北
海
道
ア
イ
ヌ

は
、
現
在
の
北
海
道
を
中

心
と
し
た
人
び
と
、
樺
太
ア

イ
ヌ
は
清
や
北
方
諸
民
族
と

の
関
係
を
持
っ
て
い
た
人
た

ち
、
千
島
ア
イ
ヌ
は
ロ
シ
ア

と
関
係
を
持
っ
て
い
た
人
た

ち
で
す
。
北
海
道
ア
イ
ヌ
は

ア
イ
ヌ
民
族
の
一
つ
だ
っ
た

の
で
す
。

　

千
島
ア
イ
ヌ
や
樺
太
ア
イ

ヌ
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
物
資

や
文
化
が
日
本
に
入
っ
て
き

ま
し
た
。
図
㉘
は
、
清
か
ら

樺
太
ア
イ
ヌ
の
交
易
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
官
服
（
役
人
の
正
式
な
衣
装
）
で
す
。
こ
う
し

た
服
や
そ
の
生
地
は
「
蝦
夷
錦
」
と
い
う
名
で
日
本
本
土
に
流
通

し
、珍
重
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、千
島
ア
イ
ヌ
の
交
易
品
と
し
て
は
、

ラ
ッ
コ
が
有
名
で
し
た
。

　

で
は
、
北
海
道
ア
イ
ヌ
と
日
本
の
関
係
を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

カムチャッカ半島

西蝦夷地

東蝦夷地

ソウヤ

ルルモッペ

イシカリ
オタルナイ

江差
松前

箱館

シラオイ ウラカワ

クスリ
ネモロ

アバシリ
モンベツ

石 狩 川

ロシア帝国
ロシア帝国

オホーツク海

清　国

（カラフト）

間
宮（
タ
タ
ー
ル
）海
峡

デレン

ナヨコ

クシュンコタン

シラヌシ
宗谷海峡

シュムシュ島

パラムシル島

オンネコタン島

ラショワ島

シムシリ島

ウルップ島

エトロフ島

クナシリ島

シコタン島

千　
　
　
　

島　

　
　
　
　
　
　

列　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

島

オロッコ
（ウィルタ）

スメレンクル
（ニヴフ・ニクブン・ギリヤーク）

樺太アイヌ

千島アイヌ

松前地（和人地） 青森

弘前

日　本　海

太　平　洋

本州アイヌ

北海道アイヌ

サンタン
（ウリチ・オルチャ）

黒竜江
（アムール川）
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展
示
で
は
、
政
治
の
場
と
し
て
の
松
前
を
示
す
「
松
前
屏
風
」
の

写
真
パ
ネ
ル
、
経
済
の
場
と
し
て
の
江
指
浜
を
示
す
「
江
指
浜
鰊

漁
之
図
」
の
写
真
パ
ネ
ル
、
そ
し
て
生
業
の
場
と
し
て
の
石
狩
川

流
域
の
鮭
漁
を
描
い
た
「
蝦
夷
国
魚
場
風
俗
図
巻
」（
複
製　

原

品
は
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
州
立
美
術
館
蔵
）
な
ど
を
展
示
し
て
お

り
ま
す
。

　

図
㉙
は
タ
マ
サ
イ
と
い
う
首
飾
り
で
す
。
渡
来
し
て
き
た
樺
太

玉
と
い
う
青
い
玉
と
、
日
本
か
ら
の
銭
が
ア
イ
ヌ
の
首
飾
り
と
し

て
融
合
し
た
交
流
定
着
の
例
で
す
。

　

当
時
、
た
し
か
に
ア
イ
ヌ
は
日
本
に
搾
取
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
ア
イ
ヌ
自
身
が
自
分
た
ち
の
漁
場
を
見
い
だ
し
、
交
易

を
行
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
ま
た
、
ア
イ

図㉘　樺太アイヌによってもたらされた清の官服

図㉙　アイヌ女性の首飾り(国立民族学博物館蔵)

ヌ
と
日
本
の
交
易
の
地
に
は
、
神
社
も

建
て
ら
れ
ま
し
た
が
、「
鮫
神
様
」
と
い

う
独
自
の
神
様
が
生
ま
れ
る
と
い
っ
た

文
化
交
流
も
あ
り
ま
し
た
。
展
示
で
は
、

こ
う
し
た
側
面
を
拾
い
上
げ
て
、
地
域

社
会
を
描
い
て
い
く
こ
と
を
意
図
し
て

い
ま
す
。

　

以
上
、
大
コ
ー
ナ
ー
「
国
際
社
会
の

な
か
の
近
世
日
本
」
の
展
示
に
つ
い
て
、

駆
け
足
で
ご
説
明
し
て
き
ま
し
た
。
な

お
、
第
三
室
の
展
示
で
は
、
政
治
史
の

展
示
も
あ
る
の
で
す
が
、
こ
ち
ら
に
関

し
て
は
ま
だ
試
行
錯
誤
の
段
階
と
い
え

ま
す
。
展
示
し
て
い
る
も
の
を
ざ
っ
と

挙
げ
ま
す
と
、
徳
川
将
軍
の
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
を
描
い
た
『
徳

川
盛
世
録
』
な
ど
、
文
書
や
絵
画
資
料
。
ま
た
、
武
家
屋
敷
跡

な
ど
か
ら
出
土
し
た
食
器
、
生
活
雑
器
な
ど
も
展
示
し
て
い
ま

す
。
政
治
史
に
関
す
る
お
話
は
、
こ
の
後
、
藤
井
譲
治
さ
ん
か
ら

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

非
常
に
簡
単
で
恐
縮
で
す
が
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た

展
示
に
つ
い
て
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
後
の
三

人
の
先
生
の
お
話
も
伺
い
、
手
が
か
り
を
得
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
何
よ
り
も
で
き
る
だ
け
多
く
の
方
に
歴
博
に
お
運
び
い
た

だ
き
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
ご
意
見
を
い
た
だ
く
こ
と
を
念
願
し

て
お
り
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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た
だ
今
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
京
都
大
学
の
藤
井
で
ご
ざ
い

ま
す
。
本
日
は
「
政
治
史
と
歴
史
展
示
の
間
」
と
い
う
テ
ー
マ
で

話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
副
題
に
あ
げ
ま
し
た
よ
う
に
、「
天

下
人
と
将
軍
」
と
「
参
勤
交
代
」
の
二
つ
を
素
材
に
話
を
進
め
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

本
題
に
入
り
ま
す
前
に
、
お
手
元
に
レ
ジ
ュ
メ
を
用
意
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
枚
目
に
本
日
の
話
の
概
要
を
書
い
て
お

き
ま
し
た
（
表
①
）。
一
枚
目
の
裏
側
に
、
主
要
人
物
関
係
年
表

を
あ
げ
て
あ
り
ま
す
（
表
②
）。
秀
吉
が
亡
く
な
っ
た
慶
長
三
年

（
一
五
九
八
）
か
ら
参
勤
交
代
制
が
制
度
化
さ
れ
る
寛
永
十
二
年

（
一
六
三
五
）
ま
で
の
間
を
一
年
ご
と
に
区
切
り
、
家
康
、
秀
忠
、

家
光
の
政
治
的
立
場
を
中
心
に
記
載
し
た
も
の
で
す
。

　

例
え
ば
家
康
で
す
と
、
生
ま
れ
は
こ
の
表
に
は
出
て
ま
い
り
ま

せ
ん
が
、
慶
長
五
年
関
ヶ
原
の
戦
い
、
慶
長
八
年
に
征
夷
大
将
軍
、

慶
長
十
年
に
は
将
軍
職
を
秀
忠
に
譲
る
、
慶
長
十
二
年
に
は
居
所

を
江
戸
・
伏
見
か
ら
駿
府
に
移
す
、
と
い
う
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の

節
目
を
書
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
家
康
の
と
こ
ろ
で
、
細
い
線
は

Ⅰ　天下人と将軍
　１「天下殿」家康　　　
　　・「天下殿に成られ候」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　・関ヶ原の戦い
　　・征夷大将軍任官
　２「御代替り」
　　・元和６年（1620）の大坂城普請――「御代替之御普請」　　　　　　　　
　　・寛永9年（1632）の熊本藩加藤忠弘の改易――「御代始の法度」　　　　
　　・寛永11年の上洛――「御代替之御上洛」　　　　　　　　　　　　　　
　　・寛永11年の慶賀使――「御代替付而公方様（徳川家光）江御礼」　　　　
　３領知宛行権の所在
　　・歴代将軍の将軍宣下の日と大名への領知朱印状が一斉交付日　　　　
　　・関ヶ原の戦い直後の論功行賞
　　・家康大御所時代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　大名の家督相続承認　　　　　　　　　　　　　　　
　　・秀忠の親政期――領知朱印状の一斉交付の始まり　　　　　
　　・秀忠の大御所期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅱ　参勤交代
　・慶長期からの参勤交代
　・寛永12年の参勤交代の制度化――武家諸法度　　　　　
　・寛永19年、譜代大名の参勤交代制への組み込み
　・寛永末年からの大名の、東西交代から地域内での組み合わせへ
　　　島原の乱と対外関係の緊迫
　・軍事力の江戸結集

【史料１】

【史料２】
【史料３】
【史料４】
【史料５】

【表３】

【史料６】
【史料７】【史料８】

【史料９】
【史料10】

【史料11】

表①　講演の概要

講演1ーー 政治史と歴史展示の間――天下人と将軍、参勤交代を素材に
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そ
の
間
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
、
慶
長
八
年
か
ら
十
年
の
間
の
太

い
線
は
将
軍
で
あ
る
期
間
を
、
二
重
線
は
大
御
所
の
時
代
を
示
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
表
を
作
っ
た
の
は
、
家
康
・
秀
忠
・
家
光
と
い
う
三
人
の

江
戸
幕
府
の
将
軍
が
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
示

す
た
め
で
す
。
例
え
ば
秀
忠
で
す
と
、
慶
長
十
年
四
月
十
六
日
に

将
軍
宣
下
を
受
け
て
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
七
月
二
十
七
日

に
家
光
に
将
軍
職
を
譲
り
ま
す
。
し
か
し
、
家
康
が
死
ぬ
元
和
二

年
四
月
十
七
日
ま
で
は
、
将
軍
で
あ
り
ま
す
が
、
独
自
の
政
治
を

な
か
な
か
や
れ
な
い
時
代
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
家

光
と
秀
忠
と
の
間
で
も
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い

た
だ
く
の
に
便
利
と
い
う
こ
と
で
作
っ
て
み
ま
し
た
。

　

次
の
史
料
１
か
ら
史
料
の
11
ま
で
は
実
際
に
い
ち
い
ち
読
む
つ

も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
話
の
根
拠
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
分

 慶長 3(1598)

     4(1599)

     5(1600)

     6(1601)

     7(1602)

     8(1603)

     9(1604)

    10(1605)

    11(1606)

    12(1607)

    13(1608)

    14(1609)

    15(1610)

    16(1611)

    17(1612)

    18(1613)

    19(1614)

 元和 1(1615)

     2(1616)

     3(1617)

     4(1618)

     5(1619)

     6(1620)

     7(1621)

     8(1622)

     9(1623)

 寛永 1(1624)

     2(1625)

     3(1626)

     4(1627)

     5(1628)

     6(1629)

     7(1630)

     8(1631)

     9(1632)

    10(1633)

    11(1634)

    12(1635)

家光

「天下殿」

9/15 関ヶ原の戦い

2/12 将軍宣下

4/7 将軍職を譲る

駿府へ移る

秀頼と対面

大坂冬の陣

大坂夏の陣

4/17 死去

4/16 将軍宣下

大坂冬の陣

大坂夏の陣・武家諸法度

上洛・領知朱印状交付

7/27 将軍職を譲る

上洛

上洛

1/24 死去

7/17 誕生

9/-元 服･大納言任官

7/27 将軍宣下

上洛

5/24 加藤氏改易

上洛・領知朱印状交付

武家諸法度

8/18 死去

秀吉 家康 秀忠

表②　主要人物関係年表
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か
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
あ
げ
て
お
り
ま
す
。
表
③
は
、
歴
代
将

軍
の
将
軍
宣
下
の
日
、
領
知
朱
印
状
発
給
ま
で
の
年
数
、
没
年
と

を
示
し
た
も
の
で
す
。

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た

近
世
部
門
の
展
示

　

そ
れ
で
は
、
本
題
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
日
、

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
お
伺
い
し
て
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た

近
世
部
門
の
展
示
を
館
の
方
々
の
ご
案
内
で
ゆ
っ
く
り
見
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
は
、
先
ほ
ど
の
岩
淵
令
治
さ
ん
の
お
話

に
も
紹
介
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、「
国
際
社
会
の
な
か
の
近
世
日

本
」「
都
市
の
時
代
」「
ひ
と
と
も
の
の
な
が
れ
」「
村
か
ら
み
え

る
『
近
代
』」
の
四
つ
の
大
テ
ー
マ
を
設
け
、
展
示
が
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
四
つ
の
大
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
個
々
の
展
示
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
そ
の
大

き
な
枠
組
み
に
お
い
て
、
ま
た
細
部
に
お
い
て
も
、
こ
こ
三
十
年

く
ら
い
の
間
の
研
究
成
果
が
十
分
に
、
積
極
果
敢
な
展
示
方
法
を

通
じ
て
う
ま
く
表
現
さ
れ
、
十
分
に
満
足
の
い
く
も
の
だ
と
思
い

ま
し
た
。

　

ま
た
、
展
示
方
法
に
つ
き
ま
し
て
も
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
中
に

物
を
入
れ
て
展
示
す
る
と
い
う
の
が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
従
来
の

展
示
方
法
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
も
の
か
ら
の

脱
却
が
図
ら
れ
、
身
近
に
見
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
努
力
が
な
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
点
も
一
歩
進
ん
だ
展
示
だ
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
さ
ら
に
ミ
ニ
企
画
展
示
に
つ
い
て
先
ほ
ど
岩
淵
さ
ん
も
話

さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
う
し
た
試
み
で
博
物
館
の
展
示
の
固
定
化
を

で
き
る
だ
け
避
け
、
時
折
々
に
新
た
な
小
企
画
展
示
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
何
度
も
皆
さ
ん
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ
く
た
め
の
工
夫

も
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
褒
め
言
葉
を
並
べ
ま
す
と
、
今
回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
展
示
は
問
題
点
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
私
自
身
は
決
し
て
そ
う
と
ば
か
り
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
一
つ
は
、
四
つ
の
大
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
ま

1

　２

　３

　４

　５

　６

　７

　８

　９

　10

　11

　12

　13

　14

　15

代 将軍 没　年

慶長8（1603）2.12

慶長10（1605）4.16

元和9（1623）7.27

慶安4（1651）8.18

延宝8（1680）8.23

宝永6（1709）5.1

正徳3（1713）4.2

享保1（1716）8.13

延享2（1745）11.2

宝暦10（1760）9.2

天明7（1787）4.15

天保8（1837）9.2

嘉永6（1853）11.23

安政5（1858）12.1

慶応2（1866）12.5

表③　歴代将軍の将軍宣下と朱印改め

家康

秀忠

家光

家綱

綱吉

家宣

家継

吉宗

家重

家治

家斉

家慶

家定

家茂

慶喜

将軍宣下の日 朱印改めの日 両者間の年数

元和2.4.17

寛永9.1.24

慶安4.4.20

延宝8.5.8

宝永6.1.10

正徳2.10.14

享保1.4.30

宝暦1.6.10

宝暦11.6.12

天明6.9.8

天保12.1.30

嘉永6.6.22

安政5.7.4

慶応2.8.20

大正2.11.22

ー

元和3（寛永2）

寛永11.8.4

寛文4.4.5

貞享1.9.21

正徳2.4.11

ー

享保2.8.11

延享3.11.11

宝暦11.10.21

天明8.3.5

天保10.3.5

安政2.3.5

安政7.3.5

ー

ー

12

11

13

4

3

ー

1

1

1

1.5

1.5

1.5

1.5

ー
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す
が
、
江
戸
時
代
、
近
世
と
い
う
時
代
を
理
解
す
る
た
め
に
、
果

た
し
て
こ
の
四
つ
の
テ
ー
マ
だ
け
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
、

大
枠
の
問
題
を
一
考
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。 　

　

も
う
一
つ
は
展
示
手
法
に
つ
い
て
で
す
。
展
示
手
法
に
つ
い
て

は
、
私
は
詳
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
あ
れ
こ
れ
申
し
上
げ
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
印
象
と
し
て
、
新
し
い
研
究
の
成
果
を

で
き
る
だ
け
盛
り
込
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
出
て
い
る
の
だ
と

思
い
ま
す
が
、
全
体
と
し
て
少
し
細
か
く
か
つ
盛
り
だ
く
さ
ん
に

過
ぎ
る
か
な
と
思
い
ま
す
。
も
う
少
し
ゆ
っ
た
り
と
展
示
で
き
な

い
も
の
で
し
ょ
う
か
。
細
か
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の
展
示
を

解
説
し
て
く
だ
さ
る
人
が
そ
の
場
に
お
ら
れ
れ
ば
、
細
か
さ
も
十

分
に
生
か
せ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
あ
た
り
は
少
し
考
え
て
も

よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
多
く
の
展
示
が
複
製
品
、
レ
プ
リ
カ
を
利
用
さ
れ
て
い

る
点
で
す
。
こ
の
点
は
、
ガ
ラ
ス
を
取
っ
払
っ
て
大
変
身
近
に
物

を
見
る
こ
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
触
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点

で
は
大
変
い
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
が
、
や
は
り
現
物
の
持
っ
て

い
る
迫
力
と
い
う
か
、
そ
の
も
つ
意
味
合
い
と
い
う
も
の
を
、
も

う
少
し
重
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
感
じ
ま
し

た
。
私
は
展
示
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
あ
く
ま
で
私

の
感
想
と
し
て
お
聞
き
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
点
は
四
つ
の
テ
ー
マ
で
十
分
か
と
、
問
題
を
投
げ
か
け

た
点
で
す
。
歴
博
の
方
も
十
分
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
私
が

あ
ら
た
め
て
言
う
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
外
交
を

除
き
ま
す
と
政
治
の
世
界
あ
る
い
は
政
治
史
と
い
う
も
の
が
展
示

の
中
に
な
か
な
か
見
え
て
き
ま
せ
ん
。
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
す

れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
三
十
年
の
あ
い
だ
に
江
戸
時
代
、

近
世
の
政
治
史
研
究
が
そ
れ
ほ
ど
進
展
を
見
せ
て
い
な
い
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
前
提
に
立
っ
た
展
示
で
よ
か
ろ
う
と

思
う
の
で
す
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
近
世

政
治
史
研
究
も
少
し
は
進
展
を
見
せ
て
い
る
は
ず
だ
と
、
自
分
自

身
が
近
世
政
治
史
を
や
っ
て
い
る
の
で
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
で

す
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
し
た
。

　

近
世
の
政
治
史
研
究
の
展
開
を
こ
こ
で
全
面
的
に
お
話
す
る
こ

と
は
困
難
で
す
が
、
い
く
つ
か
進
展
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

一
つ
は
、
江
戸
幕
府
に
お
け
る
江
戸
時
代
の
政
治
機
構
、
あ
る
い

は
統
治
の
組
織
の
形
成
、
さ
ら
に
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
の
研
究
は

か
な
り
進
ん
で
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
二
つ
目
は
、
近
世
に

お
け
る
天
皇
、
江
戸
幕
府
と
朝
廷
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
も
こ

の
三
十
年
に
格
段
に
進
歩
し
た
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
三
つ
目
が
、
国
際
社
会
の
中
の
近
世
日
本
で
す
。
先
ほ
ど
岩

淵
さ
ん
も
、
ま
た
、
こ
の
後
ト
ビ
先
生
か
ら
も
お
話
が
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
近
世
日
本
と
い
う
も
の
を
国
際
社
会
の
中
に
位
置
づ

け
て
理
解
す
る
と
い
う
点
で
も
大
き
な
進
展
が
あ
っ
た
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　

私
自
身
は
、
こ
の
三
つ
す
べ
て
で
は
な
く
、
一
つ
目
の
問
題
に

焦
点
を
当
て
て
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の

素
材
と
し
て
、「
天
下
人
と
将
軍
」
と
「
参
勤
交
代
」、
前
者
に
重

点
を
置
く
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
を
取
り
上
げ
よ
う

と
思
い
ま
す
。
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天
下
殿
に
成
ら
れ
候

　

そ
こ
で
、
レ
ジ
ュ
メ
の
「
天
下
人
と
将
軍
」
と
い
う
と
こ
ろ
に

入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
は
天
下
人
と
い
え
ば
、
織
田
信

長
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
を
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
し
、

将
軍
と
い
え
ば
、
家
康
を
筆
頭
に
、
犬
公
方
と
呼
ば
れ
た
綱
吉
、

そ
し
て
米
将
軍
と
呼
ば
れ
た
八
代
将
軍
吉
宗
を
思
い
浮
か
べ
ら
れ

る
か
と
思
い
ま
す
。

　

中
学
あ
る
い
は
高
等
学
校
の
教
科
書
に
お
け
る
記
述
、
例
え
ば

あ
る
教
科
書
の
記
述
で
す
が
、「
家
康
は
一
六
〇
三
年
に
征
夷
大

将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
、
江
戸
幕
府
を
開
き
、
以
後
二
百
六
十
年
余
り

に
わ
た
っ
て
徳
川
氏
の
全
国
支
配
が
続
い
た
。
そ
し
て
、
家
康
は

一
六
〇
五
年
、
子
の
秀
忠
に
将
軍
職
を
譲
り
、
そ
の
後
、
駿
府
に

移
っ
て
幕
政
を
指
導
し
た
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
本

当
に
徳
川
氏
の
全
国
支
配
は
家
康
が
征
夷
大
将
軍
に
な
っ
た
こ
と

で
始
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
家
康
は
将
軍
と
な
っ
た
秀

忠
の
後
見
人
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

慶
長
三
年
八
月
十
八
日
、
豊
臣
秀
吉
は
、
五
大
老
五
奉
行
に
後

事
を
託
し
、
伏
見
城
に
没
し
ま
す
。
そ
の
翌
年
の
慶
長
四
年
閏
三

月
十
三
日
、
秀
吉
が
最
後
の
居
城
と
し
て
お
り
ま
し
た
京
都
の
南

に
あ
る
伏
見
城
に
、
家
康
は
、
伏
見
城
下
の
向
島
の
屋
敷
か
ら
居

を
移
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
大
事
件
で
あ
っ
た
と
み
え
て
、
こ
れ
を

聞
い
た
奈
良
の
興
福
寺
の
多
聞
院
英
俊
と
い
う
お
坊
さ
ん
は
、
翌

日
の
日
記
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
お
り
ま
す
。

【
史
料
１
】『
多
門
院
日
記
』
慶
長
四
年
閏
三
月
十
四
日
条

十
三
日
午
刻
、
家
康
伏
見
之
本
丸
へ
被
入
由
候
、
天
下
殿
ニ
被
成
候
、
目
出
候
、

【
史
料
２
】
元
和
六
年
二
月
二
十
八
日
付

　
　
　
　
　

野
々
村
勘
七
宛
山
内
壱
岐
守
他
三
名
連
署
状　
「
山
内
家
文
書
」

一
今
度
之
御
普
請
太
そ
被
成
高
石
垣
、
其
上　

御
代
替
り
之
御
普
請
之
義
候
間
、

　

大
方
ニ
被
思
召
、
御
を
く
れ
被
成
候
而
者
、
御
太
事
之
義
ニ
御
座
候
間
、
成

　

程
御
才
覚
被
成
、
十
五
万
石
之
御
役
ニ
成
申
様
御
分
別
専
用
ニ
奉
存
知
候
、

【
史
料
３
】
寛
永
九
年
五
月
二
十
四
日
付
細
川
忠
利
宛
細
川
忠
興
書
状　
『
細
川

家
史
料
』

一
加（
加
藤
忠
広
）
肥
後
当
地
著
之
様
子
、
飛
脚
三
人
上
せ
申
進
之
候
つ
る
、
今
日
廿
四
、

　

政（
伊
達
）宗
・
北（
前
田
利
常
）
国
之
肥
前
殿
・
島（
島
津
家
久
）
大
隅
殿
・
上
杉
弾（
定
勝
）正
殿
・
佐（
義
宣
）竹
殿
被
為
召
、
加

　

肥
後
無
届
と
御
直
ニ
被
仰
聞
、
此
中
ニ
取
沙
汰
仕
候
書
物
二
ツ
右
之
衆
へ
御

　

見
被
成
、
御
代
始
之
御
法
度
ニ
候
間
、
急
度
可
被
仰
付
と
御
諚
之
由
候
、
其

　

時
井
伊
掃（
直
孝
）部
殿
、
加
様
之
儀
者
急
度
被
仰
付
候
ハ
て
不
叶
儀
と
被
申
由
候
、

　

如
此
ニ
候
間
、
今
朝
之
内
可
為
切
腹
と
存
候
事
、

十
三
日
、
午
の
刻
、
家
康
、
伏
見
之
本
丸
へ
入
ら
る
由
候
、

天
下
殿
ニ
成
ら
れ
候
、
目
出
候
、

 

「
天
下
殿
に
成
ら
れ
候
」
と
は
、
家
康
が
ま
さ
に
秀
吉
に
代
わ
っ

て
天
下
殿
に
な
っ
た
と
い
う
認
識
を
表
現
し
た
も
の
で
す
。
こ
の

事
件
の
背
景
に
は
、
こ
の
少
し
前
の
閏
三
月
三
日
に
五
大
老
の
一

人
で
あ
る
前
田
利
家
が
大
坂
で
亡
く
な
り
、
五
大
老
制
の
一
角
が

大
き
く
崩
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
同
じ
こ
ろ
石
田
三
成
が
加
藤
清
正
、

浅
野
幸
長
、
黒
田
長
政
な
ど
に
攻
め
ら
れ
そ
う
に
な
り
ま
す
。
原

因
は
、
朝
鮮
在
陣
諸
武
将
が
三
成
の
取
り
扱
い
に
不
満
を
も
っ
た

こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。
三
成
は
、
そ
の
窮
地
を
逃
れ
る
た
め
に
、
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よ
り
に
も
よ
っ
て
家
康
の
屋
敷
に
逃
げ
込
み
ま
し
た
。
家
康
は
そ

の
身
柄
を
武
将
た
ち
に
渡
さ
ず
、
三
成
の
本
拠
で
あ
る
佐
和
山
城

に
送
り
ま
し
た
。
五
奉
行
の
中
で
最
も
力
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

石
田
三
成
が
、
一
時
的
で
す
が
失
脚
し
ま
す
。
こ
う
し
た
背
景
の

中
で
家
康
は
伏
見
城
の
本
丸
に
乗
り
込
ん
だ
訳
で
す
。

　

慶
長
四
年
と
い
う
の
は
、
ま
だ
関
ヶ
原
の
戦
い
が
終
わ
っ
て
お

り
ま
せ
ん
。
そ
の
前
年
に
当
た
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
前
年
に
家

康
が
「
天
下
殿
」
に
な
っ
た
と
と
ら
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
、

ま
ず
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
家
康
自
身
は
こ
の
後
も
大
坂
城
に
い
る
秀
頼
に
対
し

て
家
臣
と
し
て
の
礼
を
取
っ
て
い
ま
す
の
で
、
形
の
上
で
は
秀
頼

が
主
人
、
そ
し
て
家
康
は
そ
の
家
臣
と
い
う
位
置
づ
け
で
こ
の
時

期
は
推
移
し
ま
す
。
関
ヶ
原
の
戦
い
で
家
康
率
い
る
東
軍
が
勝
利

を
収
め
、
実
質
的
に
は
家
康
が
天
下
を
掌
握
し
た
の
で
す
が
、
形

式
の
上
で
申
し
ま
す
と
、
例
え
ば
関
ヶ
原
の
戦
い
が
終
わ
っ
て
家

康
は
大
坂
に
入
り
ま
す
と
豊
臣
秀
頼
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
家
臣
と

し
て
の
挨
拶
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
は
、
天

下
分
け
目
の
戦
い
と
い
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
豊
臣
政
権
の

立
場
か
ら
は
政
権
内
部
で
の
争
い
で
あ
っ
て
豊
臣
方
と
徳
川
方
の

戦
い
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
実
態
は
ど
う
か
と
い
う

と
、
関
ヶ
原
の
戦
い
が
終
わ
っ
た
後
、
大
名
た
ち
が
ど
の
よ
う
に

処
分
さ
れ
、
あ
る
い
は
新
し
い
領
知
を
も
ら
っ
た
の
か
、
そ
し
て

そ
れ
を
主
導
し
た
の
は
誰
か
と
考
え
て
み
ま
す
と
、
そ
れ
は
豊
臣

秀
頼
で
は
な
く
家
康
が
そ
れ
を
主
導
し
、
家
康
が
領
知
を
大
名
た

ち
に
分
け
与
え
る
権
限
を
掌
握
し
た
こ
と
は
動
か
ぬ
事
実
で
す
。

大
御
所
と
御
代
替
り

　

少
し
話
を
急
ぎ
ま
す
が
、
慶
長
八
年
将
軍
と
な
っ
た
家
康
は
わ

ず
か
二
年
で
将
軍
職
を
秀
忠
に
譲
り
ま
す
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る

大
御
所
と
な
り
ま
す
。
大
御
所
と
い
う
の
は
職
名
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
江
戸
時
代
に
は
将
軍
を
退
い
た
人
を
大
御
所
と
通
称
し

て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
秀
忠
は
家
康
が
亡
く
な
っ
て
三
年
後
の

元
和
五
年
（
一
六
一
九
）、
大
坂
を
幕
府
の
直
轄
都
市
に
し
ま
す
。

そ
し
て
、
大
坂
城
に
は
城
代
を
置
き
、
大
坂
城
の
大
改
造
に
取
り

か
か
り
ま
す
。
元
和
六
年
二
月
二
十
八
日
付
で
、
土
佐
藩
の
家
臣

が
江
戸
か
ら
国
元
に
あ
て
た
手
紙
の
一
節
に
「
今
度
之
御
普
請
、

太
そ
高
石
垣
な
さ
れ
、
其
上　

御
代
替
り
之
御
普
請
之
義
候
間
」

と
、
こ
の
普
請
を
「
御
代
替
り
之
御
普
請
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

こ
こ
で
言
う
「
御
代
替
り
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
家
康
か
ら
秀

忠
に
代
が
替
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
家

康
が
存
命
中
は
、
秀
忠
が
将
軍
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
秀
忠

の
「
御
代
」
で
は
な
く
、
家
康
の
「
御
代
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

こ
の
あ
た
り
を
こ
の
後
の
時
代
に
つ
い
て
も
見
て
み
よ
う
と
思

い
ま
す
。
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
秀
忠
も
元
和
九

年
に
将
軍
職
を
家
光
に
譲
り
、
大
御
所
と
し
て
江
戸
城
西
の
丸
に

入
り
ま
す
。
そ
し
て
家
光
が
将
軍
と
な
っ
て
九
年
余
り
経
過
し
た

寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
の
正
月
二
十
四
日
に
秀
忠
が
亡
く
な
り

ま
す
。
そ
の
直
後
、
同
じ
年
の
五
月
に
熊
本
の
加
藤
忠
広
が
、
忠

弘
は
加
藤
清
正
の
息
子
で
す
が
、
改
易
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起

こ
り
ま
す
。
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当
時
豊
前
小
倉
を
領
し
た
細
川
忠
利
に
江
戸
に
い
た
父
親
の

忠
興
が
こ
の
日
に
送
っ
た
書
状
に
「
加（
加
藤
忠
弘
）
肥
後
当
地
着
之
様
子
、
飛

脚
三
人
上
せ
申
し
こ
れ
を
進
め
候
つ
る
、
今
日
廿
四
、
政（
伊
達
）宗
・

北（
前
田
利
常
）
国
之
肥
前
殿
・
島（
島
津
家
久
）
大
隅
殿
・
上
杉
弾（
定
勝
）正
殿
・
佐（
義
宣
）竹
殿
召
さ
せ
ら
れ
、

加
肥
後
無
届
と
御
直
ニ
仰
聞
さ
る
、
此
中
ニ
取
沙
汰
仕
り
候
書
物

二
ツ
右
之
衆
へ
御
見
せ
な
さ
れ
、
御
代
始
之
御
法
度
ニ
候
間
、
急

度
仰
付
け
ら
る
べ
し
と
御
諚
之
由
候
」と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、

家
光
が
、「
御
代
始
之
御
法
度
」
と
し
て
、
加
藤
忠
広
の
改
易
を

江
戸
城
に
政
宗
、
前
田
利
常
、
島
津
家
久
ら
有
力
大
名
を
呼
ん
で

申
し
渡
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
と
同
様
の
こ
と
は
、
秀
忠
が
亡
く
な
っ
た
翌
々
年
の
寛
永

十
一
年
の
家
光
上
洛
時
に
も
み
ら
れ
ま
す
。
家
光
は
、
三
十
万
の

軍
勢
を
率
い
て
上
洛
い
た
し
ま
す
が
、
江
戸
幕
府
の
公
式
の
日
記

で
あ
る
『
江
戸
幕
府
日
記
』
の
寛
永
十
一
年
七
月
二
十
三
日
条
に

「
今
度
御
代
替
之
御
上
洛
御
祝
儀
と
し
て
、
洛
中
之
家
主
ニ
銀
子

五
千
貫
目
こ
れ
を
く
だ
さ
る
、
此
銀
拾
壱
万
六
千
五
拾
三
枚
也
」

と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
私
が
注
目
し
た
い
の
は
「
御
代
替
之
御
上

洛
」
と
あ
る
点
で
す
。
将
軍
と
な
っ
た
家
光
は
将
軍
宣
下
の
と
き

に
も
京
都
に
や
っ
て
き
て
い
ま
す
し
、
寛
永
三
年
に
も
京
都
に
来

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
幕
府
は
そ
れ
ら
を
家
光
の
「
御
代
替
り
の

上
洛
」
と
位
置
づ
け
ず
、
秀
忠
が
死
ん
で
初
め
て
の
上
洛
を
「
御

代
替
り
の
上
洛
」
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

同
年
閏
七
月
二
日
付
で
島
津
家
久
に
送
ら
れ
た
老
中
奉
書
に
も

「
御
代
替
付
て
公
方
様
へ
御
礼
申
上
ら
れ
候
様
ニ
」
と
「
御
代
替
」

に
あ
た
っ
て
の
御
礼
と
表
現
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、江
戸
幕
府
自
身
の
認
識
は
秀
忠
か
ら
家
光
に「
御

【
史
料
４
】『
江
戸
幕
府
日
記
』
寛
永
十
一
年
七
月
二
十
三
日
条

一
今
度
御
代
替
之
御
上
洛
為
御
祝
儀
、洛
中
之
家
主
ニ
銀
子
五
千
貫
目
被
下
之
、

　

此
銀
拾
壱
万
六
千
五
拾
三
枚
也
、

【
史
料
５
】「
嶋
津
家
文
書
」

　
　
　
　
　

以
上
、

両
通
之
貴
札
令
拝
見
候
、
然
者
琉（
中
山
王
尚
豊
）

球
之
国
主
、
御
代
替
付
而
公（
徳
川
家
光
）
方
様
江
御
礼
被

申
上
候
様
ニ
被
召
、
兼
日
被
仰
遣
候
処
、
当
国
主
煩
ニ
付
、
子
息

国
守
舎
弟

近
日
来
着
之
由
承
候
、
御
書
中
之
通
達
上
聞
候
処
、
則
於
京
都
御
礼
可
被
為
請

之
旨
被
仰
出
候
間
、
其
御
心
得
尤
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒
井
讃
岐
守

　
　
　
　

閏（
寛
永
十
一
年
）

七
月
二
日　
　
　
　
　

忠
勝
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
井
大
炊
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
勝
（
花
押
）

　
　
　
　

薩
（
島
津
家
久
）摩

　
　
　
　
　

中
納
言
殿

　
　
　
　
　
　
　
　

貴
報

代
」
が
替
る
の
は
、
秀
忠
が
死
去
し
た
と
き
で
あ
っ
て
、
決
し
て

将
軍
職
を
家
光
が
秀
忠
か
ら
譲
ら
れ
た
と
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
般
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
幕
府
に
と
っ
て
も
、「
御
代
」
の
変
わ

り
目
は
、
家
康
と
秀
忠
で
は
家
康
が
亡
く
な
っ
た
元
和
二
年
の
こ

と
で
あ
り
、
秀
忠
と
家
光
で
は
秀
忠
が
亡
く
な
っ
た
寛
永
九
年
で

あ
っ
た
の
で
す
。天

下
人
と
領
知
宛
行
権

　

そ
れ
で
は
御
代
替
り
前
の
大
御
所
と
は
如
何
な
る
存
在
だ
っ
た
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の
か
と
い
う
こ
と
を
少
し
具
体
的
に
見
て
い
く
た
め
に
、
誰
が
大

名
や
旗
本
に
領
知
を
与
え
る
の
か
、
武
家
社
会
に
お
い
て
最
も
基

本
的
な
御
恩
に
当
た
る
領
知
の
給
与
と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

江
戸
幕
府
の
領
知
宛
行
制
の
最
も
大
き
な
特
徴
は
、
領
知
朱
印

状
、
領
知
を
与
え
ま
た
安
堵
し
た
こ
と
を
示
す
書
き
物
で
す
が
、

そ
れ
は
領
知
を
与
え
た
と
き
に
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
普
通
に
考
え
れ
ば
、
領
知
を
与
え
る
と
き
に
出
さ
れ
る

の
が
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
将

軍
の
代
替
り
を
契
機
に
一
斉
に
出
さ
れ
ま
す
。

　

先
ほ
ど
の
表
の
③
を
も
う
一
度
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
の
で
す

が
、
将
軍
宣
下
と
領
知
朱
印
状
の
交
付
と
い
う
項
目
が
あ
り
ま

す
が
、
初
代
の
家
康
に
つ
い
て
は
一
斉
に
領
知
朱
印
状
が
交
付
さ

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
に
続
く
秀
忠
は
、
慶
長

十
年
に
将
軍
と
な
り
ま
す
が
、
最
初
に
領
知
朱
印
状
の
一
斉
発
給

を
行
っ
た
の
は
、
将
軍
に
な
っ
て
十
二
年
目
、
家
康
が
亡
く
な
っ

て
一
年
目
の
元
和
三
年
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
秀
忠
は
も
う

一
度
、
大
御
所
時
代
の
寛
永
二
年
に
領
知
朱
印
状
の
一
斉
交
付
を

行
っ
て
い
ま
す
。
領
知
朱
印
状
の
大
名
へ
の
一
斉
交
付
が
定
着
す

る
の
は
三
代
家
光
か
ら
で
す
が
、
こ
れ
と
て
元
和
九
年
に
家
光
が

将
軍
に
な
っ
て
す
ぐ
で
な
く
、
そ
の
発
給
は
秀
忠
が
亡
く
な
っ
て

二
年
目
の
寛
永
十
一
年
の
こ
と
で
す
。

　

さ
ら
に
、
家
綱
は
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
に
家
光
の
死
去
に

と
も
な
い
十
一
歳
で
将
軍
と
な
り
ま
す
。
家
綱
が
領
知
朱
印
状
を

一
斉
発
給
し
た
の
は
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
四
月
五
日
の
こ
と

で
す
か
ら
、
将
軍
に
な
っ
て
十
三
年
で
す
。
そ
ろ
そ
ろ
幕
政
も
、

徳
川
の
政
権
も
安
定
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
三
年
の
歳

月
の
後
に
初
め
て
領
知
朱
印
状
を
大
名
に
対
し
て
出
し
て
い
ま

す
。

　

以
降
、
も
う
細
か
く
申
し
上
げ
ま
せ
ん
が
、
綱
吉
に
つ
い
て
は

四
年
後
、
家
宣
に
つ
い
て
は
三
年
、
家
継
は
早
く
死
に
ま
す
の
で

領
知
朱
印
状
を
出
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
吉
宗
以
降
は

一
年
か
ら
一
年
半
後
に
領
知
朱
印
状
の
一
斉
発
給
を
し
て
お
り
ま

す
。
吉
宗
以
降
を
見
て
み
ま
す
と
、
将
軍
に
な
れ
ば
一
〜
二
年
の

う
ち
に
領
知
朱
印
状
を
一
斉
発
給
す
る
の
だ
と
、
後
に
そ
の
よ
う

に
観
念
で
き
る
よ
う
な
世
界
が
ほ
ぼ
出
来
上
が
っ
て
い
る
と
い
え

る
と
思
い
ま
す
が
、
前
の
少
な
く
と
も
四
代
の
家
綱
ま
で
の
領
知

朱
印
状
の
発
給
は
将
軍
宣
下
と
は
ほ
と
ん
ど
連
動
し
て
い
な
い
点

に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

家
康
に
つ
い
て
申
し
ま
す
と
、
先
ほ
ど
関
ヶ
原
の
戦
い
後
の
論

功
行
賞
は
家
康
の
手
で
な
さ
れ
た
と
申
し
ま
し
た
が
、
家
康
か
ら

領
知
を
も
ら
っ
た
人
々
、
例
え
ば
山
内
一
豊
は
土
佐
一
国
を
関
ヶ

原
の
戦
い
の
後
に
得
ま
す
が
、
こ
の
と
き
に
家
康
か
ら
山
内
一
豊

に
領
知
宛
行
状
が
出
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
出
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
こ
れ
は
山
内
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
二
〜
三
年
前
の
テ
レ

ビ
ド
ラ
マ
で
、
山
内
一
豊
に
領
知
宛
行
状
を
家
康
が
与
え
る
場
面

が
出
て
き
て
、
私
は
ぎ
ょ
っ
と
し
ま
し
た
。
実
際
に
は
、
山
内
一

豊
だ
け
で
は
な
く
福
島
正
則
で
あ
れ
黒
田
長
政
で
あ
れ
、
領
知
を

得
た
大
名
た
ち
は
誰
一
人
と
し
て
領
知
宛
行
状
を
家
康
か
ら
は
受

け
取
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
恐
ら
く
家
康
の
そ
の
と
き
の
政

治
的
立
場
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
豊
臣
政
権
で
の
位
置
が

領
知
朱
印
状
を
出
し
得
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。



27 講演1ーー 政治史と歴史展示の間――天下人と将軍、参勤交代を素材に

　

家
康
が
将
軍
で
あ
っ
た
時
期
に
は
領
知
宛
行
権
は
い
う
ま
で
も

な
く
家
康
の
掌
握
下
に
あ
り
ま
し
た
。
で
は
、
将
軍
職
を
秀
忠

に
譲
り
大
御
所
と
な
っ
て
以
降
の
領
知
宛
行
権
は
、
将
軍
秀
忠
に

移
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
慶
長
十
一
年
、
豊
島
角
左
衛
門
が
常
陸

国
茨
城
郡
で
二
百
石
を
宛
行
わ
れ
た
領
知
朱
印
状
を
み
ま
す
と
、

そ
の
発
給
者
は
秀
忠
で
は
な
く
家
康
で
す
。他
の
例
を
み
ま
す
と
、

旗
本
に
対
す
る
限
り
す
べ
て
の
領
知
朱
印
状
の
発
給
者
は
家
康
で

す
。

　

で
は
秀
忠
が
何
の
役
割
も
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
か
と
い
う

と
、
ど
う
も
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
時
期
に
、
注
目
さ
れ

る
の
は
、
大
名
の
跡
職
を
承
認
す
る
判
物
を
、
将
軍
秀
忠
が
出
し

て
い
た
点
で
す
。
こ
の
事
実
は
、
領
知
宛
行
そ
の
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
そ
の
権
限
と
深
く
関
係
す
る
権
限
を
将
軍
が
掌
握
し

て
い
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
慶
長
十
三
年
、
三
月
七
日
付
で
将

軍
秀
忠
は
、
慶
長
十
一
年
に
越
後
国
一
国
を
領
し
て
い
た
堀
秀
治

の
死
去
の
跡
を
継
い
で
い
た
息
子
の
堀
忠
俊
に
、
次
の
よ
う
な
継

目
の
判
物
を
出
し
ま
す
。

越
後
国
事
、
如
前
々
無
相
違
申
付
之
訖
、
然
上
者
、
全
可
任

亡
父（
堀
秀
治
）左衛
門
督
仕
置
之
旨
者
也
、

　
　

慶
長
十
三

　
　
　
　

三
月
七
日　
（（
徳
川
秀
忠
）

花
押
）

　
　
　
　
　

松（
堀
忠
俊
）平越
後
守
と
の
へ

　

そ
し
て
、
こ
の
秀
忠
の
判
物
が
出
さ
れ
た
八
日
後
の
同
月
十
五

日
に
大
御
所
家
康
か
ら
、
次
の
判
物
が
出
ま
す
。

【
史
料
６
】｢

鈴
木
文
書｣

『
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
下
一
所
収

常
陸
国
茨
城
郡
之
内
栗
崎
村
之
内
百
石
、
見
河
村
之
内
五
拾
石
、
那
賀
郡
之

内
田
谷
村
之
内
五
拾
石
、
合
弐
百
石
、
右
宛
行
訖
、
全
可
領
知
者
也
、

　
　

慶
長
拾
一
年
二
月
廿
四
日　
　
（（
徳
川
家
康
）

朱
印
）　
○
印
文
「
恕
家
康
」

　
　
　
　

豊
嶋
角
左
衛
門
尉
と
の
へ

【
史
料
７
】「
堀
家
文
書
」『
大
日
本
史
料
』
一
二
編
四

越
後
国
事
、
如
前
々
無
相
違
申
付
之
訖
、
然
上
者
、
全
可
任
亡
父（
堀
秀
治
）左
衛
門
督

仕
置
之
旨
者
也
、

　
　
　
　

慶
長
十
三

　
　
　
　
　
　

三
月
七
日　
　
（（
徳
川
秀
忠
）

花
押
）　

　
　
　
　
　
　
　

松（
堀
忠
俊
）平越
後
守
と
の
へ

【
史
料
８
】｢

堀
家
文
書｣

『
大
日
本
史
料
』
一
二
編
四

越
後
国
之
儀
、
従
将
（
徳
川
秀
忠
）
軍
如
前
々
被
申
付
旨
、
令
満
足
候
、
弥
将
軍
江
可
抽
忠

勤
者
也
、

　
　
　

三（
慶
長
十
三
年
）

月
十
五
日　
　
（（
徳
川
家
康
）

花
押
）

　
　
　
　
　

松（
堀
忠
俊
）平越
後
守
と
の
へ

越
後
国
之
儀
、
従
将
（
徳
川
秀
忠
）
軍
如
前
々
被
申
付
旨
、
令
満
足
候
、

弥
将
軍
江
可
抽
忠
勤
者
也
、

　
　

三（
慶
長
十
三
年
）

月
十
五
日　
（（
徳
川
家
康
）

花
押
）

　
　
　
　

松（
堀
忠
俊
）平越
後
守
と
の
へ

　

こ
の
二
通
の
判
物
を
み
る
と
、
将
軍
秀
忠
が
堀
忠
俊
の
家
督
相

続
を
承
認
し
、
家
康
が
そ
れ
を
保
証
し
て
い
る
形
が
と
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
段
階
で
大
名
の
継
目
安
堵
の
権
限
は
将
軍
秀
忠
に
あ
っ

た
か
に
み
え
ま
す
。
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と
こ
ろ
が
、
こ
の
継
目
の
判
物
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
事
情
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
慶
長
十
三
年
二
月
二
日
、
堀
忠
俊
の
重

臣
で
越
後
三
条
城
主
で
あ
っ
た
堀
直
政
が
、
病
気
を
お
し
て
家
康

の
側
近
で
あ
る
本
多
正
純
に
堀
忠
俊
へ
「
越
後
一
国
の
次
目
の
御

墨
印
」
を
頂
戴
す
る
こ
と
を
家
康
に
披
露
す
る
よ
う
依
頼
し
て
き

ま
し
た
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
要
請
が
、
家
康
の
筆

頭
年
寄
で
あ
る
本
多
正
純
に
な
さ
れ
た
点
で
す
。
実
際
、
こ
の
願

い
は
、
本
多
正
純
か
ら
家
康
に
披
露
さ
れ
、
つ
い
で
家
康
は
そ
の

処
置
を
秀
忠
に
指
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
先
の
秀
忠
の
判

物
が
出
さ
れ
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
形
式
上
、
堀
忠
俊
の
領
知

は
将
軍
秀
忠
に
よ
っ
て
安
堵
さ
れ
ま
し
た
が
、
堀
直
政
が
継
目
の

判
物
を
家
康
の
側
近
で
あ
る
本
多
正
純
に
求
め
た
よ
う
に
、
大
名

側
で
は
、
大
名
の
領
知
を
掌
握
し
保
障
し
て
く
れ
る
の
は
大
御
所

家
康
と
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
名
の
家
督
継
承
の
権
限
は
、
将
軍
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
は
な
く
、
家
康
が
、
徳
川
の
政
権
を
永

続
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
領
知
宛
行
権
の
一
部
を
秀
忠
に
意

図
的
に
分
与
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

家
康
が
亡
く
な
る
と
、
当
然
の
ご
と
く
領
知
宛
行
権
は
秀
忠
の

手
に
握
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
を
握
る
た
め
に
秀
忠
が
行
っ
た
の
は
、

上
洛
で
す
。
家
康
が
死
去
し
た
翌
年
元
和
三
年
、
秀
忠
は
諸
大
名

を
従
え
て
上
洛
し
、
京
都
で
大
名
た
ち
に
領
知
宛
行
状
を
発
給
し

ま
す
。
こ
の
時
は
西
国
の
大
名
と
い
う
限
ら
れ
た
世
界
で
す
が
、

上
洛
を
介
し
て
領
知
朱
印
状
を
発
給
し
、
領
知
宛
行
権
の
掌
握
を

宣
言
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
領
知
宛
行
権
の
掌
握
が
家
康
の
死
に

よ
っ
て
自
動
的
に
生
じ
る
わ
け
で
は
な
く
、
軍
事
的
な
緊
張
を
作

り
上
げ
た
上
で
な
さ
れ
た
と
い
う
点
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

秀
忠
の
将
軍
時
代
は
ひ
と
ま
ず
こ
れ
く
ら
い
に
い
た
し
ま
し

て
、
秀
忠
が
大
御
所
に
な
っ
て
、
家
光
が
三
代
将
軍
に
な
る
、
そ

し
て
秀
忠
が
亡
く
な
る
寛
永
九
年
ま
で
の
間
は
ど
う
だ
っ
た
の
か

を
み
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
期
間
に
出
さ
れ
た
領
知
朱
印

状
は
、
写
も
含
め
て
四
百
通
ぐ
ら
い
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を

丹
念
に
見
て
い
き
ま
す
と
、
江
戸
時
代
に
は
こ
の
期
間
に
出
さ
れ

た
領
知
朱
印
状
の
発
給
主
を
、
秀
忠
と
す
る
も
の
と
家
光
と
す
る

も
の
、
さ
ら
に
死
去
し
て
い
る
家
康
と
す
る
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま

で
す
。
家
康
に
つ
い
て
は
論
外
と
し
ま
し
て
、
秀
忠
と
家
光
と
す

る
両
者
が
相
半
ば
す
る
と
い
う
状
況
で
す
。

　

こ
う
い
う
状
況
を
素
直
に
考
え
る
と
、
あ
る
地
域
、
あ
る
人

物
に
つ
い
て
は
秀
忠
が
領
知
宛
行
権
を
持
ち
、
他
は
家
光
が
持
っ

た
と
す
る
の
が
妥
当
な
の
で
す
が
、
現
在
残
る
限
り
の
原
本
を
一

通
一
通
み
て
い
き
ま
す
と
、
一
通
も
家
光
の
も
の
は
な
く
、
す
べ

て
が
秀
忠
の
も
の
で
す
。
一
例
を
あ
げ
ま
す
と
、
寛
永
二
年
十
月

二
十
三
日
付
の
越
後
長
岡
の
牧
野
忠
成
に
宛
て
た
領
知
朱
印
状

は
、『
新
潟
県
史
』
で
は
家
光
の
も
の
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
こ
に
捺
さ
れ
た
朱
印
を
よ
く
み
ま
す
と
、
そ
の
印
影
は
、
家
光

で
は
な
く
秀
忠
の
も
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
み
て
い
き
ま
す
と
、
領
知
宛
行
権
は
将
軍
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
実
際
に
天
下
を
掌
握
し
て
い

る
人
物
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
い
い
か
え
ま
す
と
、

将
軍
職
を
譲
ろ
う
と
譲
る
ま
い
と
、「
天
下
人
」
と
認
め
ら
れ
て

い
る
人
物
が
掌
握
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
家
綱

の
話
も
少
し
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
も
端
折
り
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ま
す
。

　

以
上
述
べ
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
領
知
宛
行
権
の
掌
握
は
、
将

軍
で
あ
る
こ
と
の
証
で
は
な
く
、
天
下
人
で
あ
る
こ
と
の
証
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
武
家
社
会
が
、
将
軍
を
頂
点
と
し
て
編

成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
時
の
実
力
者
大
御
所
い
い
か
え
れ

ば
「
天
下
人
」
を
頂
点
に
編
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
従
来
の
将
軍
を
頂
点
と
す
る
武
家
社
会
理
解
は
、
江

戸
時
代
後
期
に
は
通
用
し
て
も
、
江
戸
時
代
初
期
に
は
当
て
は
ま

ら
な
い
と
い
え
ま
す
。
こ
と
を
敷
衍
し
ま
す
と
、
将
軍
は
天
皇
に

よ
っ
て
任
じ
ら
れ
ま
す
が
、
天
下
人
は
そ
う
で
は
な
く
、
ま
さ
に

実
力
が
そ
の
地
位
を
担
保
し
た
の
で
す
。
い
い
か
え
れ
ば
、
幕
末

の
理
解
の
よ
う
に
、
天
皇
か
ら
将
軍
に
「
大
政
委
任
」
が
な
さ
れ

た
の
で
は
な
く
、
社
会
の
頂
点
に
は
、
天
下
人
が
君
臨
し
て
い
た

と
い
え
ま
す
。

参
勤
交
代

―
―
軍
事
配
置
と
し
て
の
機
能

　

こ
れ
で
、「
天
下
人
と
将
軍
」
に
つ
い
て
の
話
を
終
わ
り
、「
参

勤
交
代
」
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
時
間
配
分
が
う
ま

く
な
く
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
参
勤
交
代
に
つ
い
て
は
要
点

だ
け
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
参
勤
交
代
と
い
う
の
は
、
皆
さ

ん
は
、
事
実
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
ご
存
じ
で
す
し
、
教
科

書
的
に
も
寛
永
十
二
年
の
武
家
諸
法
度
の
改
定
に
よ
っ
て
制
度
化

さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
語
ら
れ
る
と
き

【
史
料
９
】｢

山
内
家
文
書｣

土
佐
国
安
喜
・
香
美
・
長
岡
・
土
佐
・
吾
川
・
高
岡
・
幡
多
七
郡
・
都
合
弐
拾

万
弐
千
六
百
弐
拾
六
石
目
録
在

別
紙

事
、
宛
行
之
了
、
可
令
全
領
知
状
、
如
件
、

　
　

元
和
三
年
九
月
五
日　
　
（（
徳
川
秀
忠
）

花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松（
山
内
忠
義
）
平
土
佐
守
と
の
へ

【
史
料
10
】「
蒼
柴
神
社
文
書
」

越
後
国
古
志
郡
百
六
拾
五
ケ
村
、
参
万
五
千
百
八
石
、
山
東
郡
四
拾
七
ケ
村
、

壱
万
四
千
三
百
四
拾
八
石
、
蒲
原
郡
七
拾
七
箇
村
、
弐
万
弐
千
五
百
四
拾
四
石
、

以
上
七
万
弐
千
石
、
此
外
弐
千
弐
拾
三
石
八
斗

余
、
所
々
開
発
之
地

都
合
七
万
四
千
弐
拾
三
石
八
斗
余
目
録
在

別
紙

事

宛
行
之
訖
、
全
可
領
知
者
也
、

　
　
　

寛
永
二
年
十
月
廿
三
日　
　
（（
徳
川
秀
忠
）

朱
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

牧
野
駿
河
守
（
忠
成
）
と
の
へ

【
史
料
11
】
寛
永
十
二
年
六
月
二
十
一
日
武
家
諸
法
度　
『
御
触
書
寛
保
集
成
』

一
大
名
小
名
、
在
江
戸
交
替
所
相
定
也
、
毎
歳
夏
四
月
中
、
可
致
参
勤
、
従
者

　

之
員
数
近
来
甚
多
、
且
国
郡
之
費
、
且
人
民
之
労
也
、
向
後
以
其
相
応
、
可

　

減
少
之
、
但
上
洛
之
節
者
、
任
教
令
、
公
役
者
可
随
分
限
事
、

に
は
江
戸
幕
府
、
将
軍
の
大
名
統
制
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
の

だ
と
い
う
歴
史
的
評
価
が
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ

の
点
を
全
く
否
定
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
す
が
、
も
う
少
し

違
う
評
価
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

参
勤
交
代
を
制
度
化
し
た
と
い
う
寛
永
十
二
年
の
武
家
諸
法
度

の
箇
条
を
み
ま
す
と
、
そ
こ
に
は
「
大
名
小
名
、
在
江
戸
交
替
、

相
定
む
と
こ
ろ
也
、
毎
歳
夏
四
月
中
、
参
勤
致
す
べ
し
」
と
書
い

て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
江
戸
に
出
て
こ
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
す

が
、
重
要
な
の
は
、「
在
江
戸
交
替
」
な
の
で
す
。
す
な
わ
ち
大

名
は
一
年
交
代
で
江
戸
に
詰
め
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
の
で
す
。
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こ
の
こ
と
は
、
大
名
の
半
分
は
必
ず
江
戸
に
い
る
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
寛
永
十
二
年
の
武
家
諸
法
度
で
参
勤
交
代
制
が
制

度
化
さ
れ
た
と
一
般
的
に
い
わ
れ
ま
す
が
、
実
は
そ
れ
に
つ
い
て

も
少
し
問
題
が
あ
り
ま
す
。
寛
永
十
二
年
に
参
勤
交
代
の
対
象
と

な
っ
た
の
は
、外
様
大
名
の
み
で
あ
り
、譜
代
大
名
は
対
象
と
な
っ

て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
寛
永
十
二
年
に
は
東
国
の
大
名
と
西
国
の

大
名
に
二
分
さ
れ
、
初
め
は
西
国
の
大
名
が
一
年
間
江
戸
に
い
る
、

そ
し
て
東
国
の
大
名
が
そ
の
後
江
戸
に
や
っ
て
き
て
一
年
間
詰
め

る
と
い
う
体
制
で
し
た
。
こ
れ
が
、
譜
代
大
名
を
も
含
め
た
体
制

に
変
化
す
る
の
は
七
年
後
の
寛
永
十
九
年
の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
間
に
い
く
つ
か
の
事
件
が
起
こ
り
ま
す
。
一
つ
は
島
原
の

乱
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
来
航
禁
止
で
す
。
前

者
の
島
原
の
乱
が
起
こ
っ
た
と
き
、
九
州
に
は
、
病
気
で
在
国
を

許
さ
れ
て
い
た
島
津
家
久
を
除
い
て
一
人
の
大
名
も
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
幕
府
は
当
初
、
乱
を
軽
く
見
て
、
す
ぐ
鎮
圧
で
き
る
だ
ろ

う
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
実
際
に
は
そ
れ
で
は
済
ま
ず
、
江

戸
に
い
た
大
名
た
ち
を
一
斉
に
九
州
に
帰
し
て
鎮
圧
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
経
験
を
踏
ま
え
て
、
寛
永
十
九
年
前
後
か
ら
西
国
に

お
い
て
は
二
人
の
大
名
の
一
方
が
江
戸
に
詰
め
て
い
る
と
き
に
は

他
方
が
国
元
に
い
る
と
い
う
体
制
に
、
徐
々
に
で
す
が
組
み
換
え

ら
れ
て
い
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
参
勤
交
代
は
、
単
に
将
軍
へ
の

臣
従
を
表
す
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
領
主
階
級
が
日
本
全
国
を

治
め
る
た
め
の
軍
事
配
置
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
見
落
と
す
べ

き
で
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
少
し
丁
寧
に
話
を
す
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の

点
に
つ
い
て
も
こ
の
ぐ
ら
い
に
い
た
し
ま
す
。

　

最
後
に
、
近
年
の
政
治
史
研
究
の
成
果
と
い
う
も
の
が
さ
ま
ざ

ま
な
形
で
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
上

で
、
展
示
に
そ
れ
を
ど
う
す
れ
ば
生
か
せ
る
の
か
。
歴
博
の
当
初

の
方
針
は
、
民
衆
の
歴
史
を
表
現
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
大
き
な

ポ
イ
ン
ト
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
は
そ
れ

で
い
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、私
は
、歴
史
展
示
を
す
る
場
合
は
、

そ
の
社
会
の
大
き
な
枠
組
み
は
政
治
が
作
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す

の
で
、
そ
の
枠
組
み
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
示
す
か
に
よ
っ
て

個
々
の
展
示
の
仕
方
、
あ
り
方
も
変
わ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

政
治
を
展
示
す
る
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
も
あ
り
、
大
変
難

し
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
を
ぜ
ひ
今
後
の
展
示
場
で
考
え

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
今
日
の
話
と
そ
れ
ほ
ど
う
ま
く
リ
ン
ク
す
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ま
た
江
戸
時
代
が
一
つ
の
時
代
で
あ
る
こ

と
に
異
論
を
挟
む
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
中
世
か
ら
近
世
へ

の
変
化
を
ど
う
展
示
す
る
の
か
、
ま
た
同
じ
時
代
の
中
で
変
化
を

ど
う
展
示
す
る
の
か
、
こ
う
し
た
点
も
大
き
な
課
題
と
し
て
残
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

以
上
を
も
ち
ま
し
て
私
の
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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「
江
戸
図
屏
風
」
の
世
界

　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
準
備
に
参
加

し
て
、
八
年
ほ
ど
に
な
り
ま
す
。
初
め
に
、
率
直
に
意
見
を
言
っ

て
く
だ
さ
い
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
自
由
を
与
え
ら
れ
た
お
か

げ
で
、
私
の
ほ
う
も
「
博
物
館
」
と
い
う
存
在
が
違
っ
て
見
え
て

き
た
気
が
し
て
い
ま
す
。

　

歴
史
展
示
の
あ
り
方
に
関
わ
り
な
が
ら
、
自
分
の
研
究
フ
ィ
ー

ル
ド
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
自
分
の
研
究

フ
ィ
ー
ル
ド
が
そ
れ
ま
で
と
違
っ
て
見
え
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、

歴
博
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
携
わ
っ
た
こ
と
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自

分
の
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
に
も
変
化
が
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
、
そ
の

両
方
を
意
識
し
な
が
ら
話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

タ
イ
ト
ル
は
「
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
と
歴
史
展
示
の
間
」
で

す
。
先
ほ
ど
岩
淵
先
生
も
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た
第
三
展
示
室
（
近
世
）
の
中
で
も
、

今
回
新
た
に
設
け
ら
れ
た
「
国
際
社
会
の
な
か
の
近
世
日
本
」
の

ゾ
ー
ン
に
つ
い
て
、
主
に
屏
風
な
ど
の
絵
画
資
料
を
読
み
解
く
形

で
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

近
世
の
常
設
展
示
で
あ
る
第
三
展
示
室
は
、
外
か
ら
見
た
近
世

日
本
と
い
う
視
点
か
ら
入
っ
て
い
く
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

導
入
の
部
分
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
描
い
た
当
時
の
世
界
地
図

や
、「
万
国
総
図
」「
万
国
人
物
図
」
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
ま
ま
で
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
角
度
か
ら
近
世
の
日
本

を
見
直
し
つ
つ
、
展
示
室
に
入
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
ア
ピ
ー
ル
が

あ
り
ま
す
。

　

導
入
部
を
過
ぎ
ま
す
と
、
歴
博
の
目
玉
収
蔵
品
の
一
つ
で
あ
る

「
江
戸
図
屏
風
」
の
展
示
に
出
会
い
ま
す
。「
江
戸
図
屏
風
」
は
、

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
以
前
は
、
江
戸
と
い
う
都
市
の
一
資
料
と
い
う
意

味
づ
け
で
し
か
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
回
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
に
よ
っ
て
、
日
本
の
近
世
社
会
全
体
の
意
味
を
と
ら

え
る
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
活
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

じ
つ
に
素
晴
ら
し
い
歴
史
資
料
で
あ
り
、
絵
画
資
料
で
あ
り
ま
す

の
で
、
時
間
を
割
い
て
詳
し
く
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

い
ま
を
去
る
こ
と
三
十
数
年
前
、
私
は
学
位
論
文
取
得
の
た
め

に
日
本
に
来
て
い
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は
「
江
戸
幕
府
の
東
ア
ジ
ア

講演2ーー 東アジアの国際関係と歴史展示の間
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外
交
」
だ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
テ
ー
マ
を
口
に
す
る
た
び
に
、

「
何
も
知
ら
な
い
ガ
キ
だ
」
み
た
い
な
顔
を
さ
れ
、「
当
時
の
日
本

は
鎖
国
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
外
交
な
ど
な
か
っ
た
」
と
言
わ
れ

た
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
日
本
に
は
、
外
交
は
あ
っ
た

の
で
す
。
こ
の
「
江
戸
図
屏
風
」
で
も
、
も
っ
と
も
重
要
な
位
置

に
、
メ
イ
ン
・
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
朝
鮮
か
ら
来
た
使
節
団
の
姿

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
日
本
が
も
し
本
当
に
鎖
国
し
て
い
た
の
な

ら
、
あ
る
い
は
、
鎖
国
し
て
い
る
こ
と
を
堅
固
な
建
前
と
し
て
い

た
の
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
屏
風
の
重
要
な
場
面
に
、
わ
ざ
わ
ざ
外

国
人
の
行
列
を
描
い
た
り
す
る
は
ず
が
な
い
の
で
す
。

 

「
江
戸
図
屏
風
」
の
制
作
年
は
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
す
が
、
寛

永
十
一
年
か
十
二
年
、
徳
川
家
光
が
三
代
将
軍
に
な
っ
て
間
も
な

い
こ
ろ
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
屏
風
は
家
光

自
身
が
絵
師
に
描
か
せ
た
も
の
で
は
な
く
、
家
光
の
歓
心
を
買
う

た
め
に
、
家
光
に
近
い
有
力
人
物
の
誰
か
が
描
か
せ
た
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
人
物
は
お
そ
ら
く
、
家
光
が
理
想
と
し
て
思
い
描
い
て
い

る
で
あ
ろ
う
彼
自
身
の
姿
や
、
家
光
に
と
っ
て
重
要
で
あ
ろ
う
行

事
や
出
来
事
、
ま
た
、
家
光
が
か
く
あ
る
べ
し
と
考
え
て
い
る
で

あ
ろ
う
権
力
の
形
、
都
市
や
民
衆
の
姿
な
ど
を
想
定
し
て
、
き
っ

ち
り
と
盛
り
込
ま
せ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
家
光

を
喜
ば
せ
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
こ
の
屏
風
だ
ろ
う

と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

歴
博
で
は
以
前
、
子
供
た
ち
に
「
江
戸
図
屏
風
」
で
遊
ん
で
も

ら
お
う
と
、「
家
光
を
探
せ
」
と
い
う
企
画
を
や
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。「
江
戸
図
屏
風
」
の
中
に
は
、
家
光
が
あ
ち
こ
ち
に
登

場
す
る
の
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
姿
で
登
場

し
ま
す
。
そ
れ
ら
を
見
る
た
び
に
、
違
っ
た
家
光
像
が
見
え
て
き

ま
す
。

　

話
を
戻
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
「
江
戸
図
屏
風
」
の
中
の
も
っ
と

も
重
要
な
部
分
、
す
な
わ
ち
家
光
の
居
城
で
あ
り
、
天
下
人
と
し

て
の
権
威
を
示
す
建
物
で
あ
る
江
戸
城
の
一
番
目
立
つ
と
こ
ろ
に

朝
鮮
の
使
節
が
描
か
れ
て
い
る
―
―
そ
の
意
図
は
何
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
徳
川
政
権
は
日
本
と
い
う
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
国
内
権
力
で
な
く
、
国
際
的
、
対
外
的
に
も
認
知
さ
れ
た

権
力
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
意
図
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
私
は
そ
う
思
い
ま
す
。

 「
江
戸
図
屏
風
」
は
六
曲
一
双
の
豪
華
絢
爛
な
屏
風
で
す（
図
①
）。

そ
の
左
隻
の
右
半
分
に
、
江
戸
城
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
岩
淵
先

生
が
先
ほ
ど
ご
紹
介
な
さ
っ
た
よ
う
に
、
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
を
使
い

ま
す
と
、
各
部
の
拡
大
図
を
詳
細
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た

と
え
ば
、
大
名
小
路
を
練
り
歩
く
行
列
の
様
子
が
見
え
ま
す
。
常

盤
橋
を
渡
っ
て
江
戸
城
内
に
入
る
場
面
も
見
え
ま
す
。
朝
鮮
国
王

か
ら
の
贈
与
品
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
場
面
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
贈

答
品
の
こ
と
を
、
当
時
の
外
交
用
語
で
は
「
別
幅
品
」
と
い
い
ま

し
た
。

　

こ
の
屏
風
に
描
か
れ
て
い
る
使
節
団
は
、
正
確
に
言
う
と
「
朝

鮮
通
信
使
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
の
段
階
で
、「
回
答

兼
刷
還
使
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
言
い
方
に
も
、
大
き

な
意
味
が
あ
り
ま
す
。「
回
答
」
と
い
う
の
は
、
徳
川
家
康
、
秀

忠
、
家
光
ら
徳
川
将
軍
が
対
馬
の
宗
氏
を
介
し
て
、
朝
鮮
国
王

に
「
日
本
に
使
者
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
文
書
を
送
り
、
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そ
れ
に
対
す
る
回
答
の
使
者
で

あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
す
。「
刷

還
」
と
い
う
点
も
重
要
で
す
。

豊
臣
秀
吉
が
文
禄
・
慶
長
の
時

代
に
侵
略
戦
争
を
行
い
、
数
万

に
の
ぼ
る
捕
虜
を
日
本
に
連
行

し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
残
留
捕
虜
を
本

国
に
連
れ
戻
す
た
め
に
日
本
へ

派
遣
さ
れ
た
使
者
と
い
う
意
味

で
す
。

 

「
回
答
兼
刷
還
使
」
が
日
本

を
訪
れ
た
の
は
慶
長
十
二

年
（
一
六
〇
七
）
と
元
和
三

年
（
一
六
一
七
）、
そ
し
て
、
こ

こ
に
描
か
れ
て
い
る
寛
永
元
年

（
一
六
二
四
）
の
三
回
で
あ
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

「
朝
鮮
通
信
使
」
と
名
を
変
え
、

寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
か

ら
九
回
訪
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

合
計
十
二
回
で
す
。
朝
鮮
使
節

一
覧
の
表
に
示
し
ま
し
た
。

　

十
二
回
の
訪
日
は
、
い
ず
れ

も
日
本
の
ほ
う
か
ら
招
聘
し
た

も
の
で
し
た
。
朝
鮮
の
ほ
う
か

図①　「江戸図屏風」六曲一双

ら
日
本
に
使
節
を
送
ら
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
は
一
度
も
な
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
点
は
非
常
に
重
要
で
す
。
日
本
の
ほ
う
か

ら
依
頼
し
て
使
節
に
来
て
も
ら
い
、
自
分
た
ち
の
権
威
づ
け
に
利

用
し
た
の
で
す
。
こ
の
点
は
、
藤
井
さ
ん
の
お
話
と
共
通
す
る
と

こ
ろ
か
と
思
い
ま
す
。

　

藤
井
さ
ん
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
の
こ
ろ
の
徳

川
将
軍
は
、
天
下
人
と
し
て
の
み
ず
か
ら
の
位
置
を
確
固
た
る
も

の
に
す
る
た
め
に
、
対
外
的
な
承
認
が
必
要
で
し
た
。
そ
れ
を
目

に
見
え
る
形
に
し
た
の
が
、
朝
鮮
使
節
団
だ
っ
た
の
で
す
。
目
に

見
え
る
形
で
公
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
に
は
、
た
だ
の
文
書
の
や
り

取
り
で
は
足
り
ま
せ
ん
。
大
量
に
贈
答
品
（
別
幅
品
）
を
携
え
た

盛
大
な
行
列
を
迎
え
る
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

 

「
江
戸
図
屏
風
」
に
は
、
そ
の
別
幅
品
と
お
ぼ
し
き
も
の
が
、
目

立
つ
形
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
虎
の
皮
、
ヒ
ョ
ウ
の
皮
、
毛
氈
、

反
物
、
青
磁
器
、
白
磁
器
な
ど
で
す
（
図
②
）。
幕
府
は
、「
自
分

た
ち
は
こ
う
い
う
豪
華
な
品
々
を
外
国
人
か
ら
貢
納
さ
れ
て
い
る

の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
記
録
に
残
し
、
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
し
た
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
。「
江
戸
図
屏
風
」
が
描
か
れ
た
理
由
は
、
そ
こ

に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
表
現
を
し
て

い
る
絵
で
な
い
と
、
家
光
が
喜
ば
な
い
と
注
文
主
が
考
え
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

朝
鮮
人
、
中
国
人
の
描
き
分
け

　 

「
江
戸
図
屏
風
」
を
見
る
と
き
、
も
う
一
つ
面
白
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
屏
風
の
中
の
使
節
団
を
て
い
ね
い
に
見
て
く
だ
さ
い
。
こ
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こ
に
描
か
れ
た
朝
鮮
人
は
、
な
ん
ら
朝
鮮
人
ら
し
い
特
徴
を
も
っ

て
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
日
本
は
長
い
絵
画
の
歴
史
を
持
っ

て
い
ま
す
が
、
じ
つ
は
、
こ
の
時
期
に
い
た
る
ま
で
、
朝
鮮
の
人

た
ち
を
中
国
の
人
た
ち
と
描
き
分
け
る
絵
画
表
現
上
の
約
束
事
が

で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
け
っ
こ
う
重
要
な
ポ
イ
ン

ト
だ
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
の
絵
画
に
朝
鮮
の
人
び
と
が
描
か
れ
た
例
の
う
ち
、
私
が

知
っ
て
い
る
一
番
古
い
も
の
は
、
平
安
中
期
の
「
聖
徳
太
子
絵
伝
」

と
い
う
屏
風
絵
で
す
。
こ
の
中
に
、
新
羅
の
使
者
、
百
済
の
使
者
、

蝦
夷
の
使
者
が
そ
れ
ぞ
れ
太
子
の
前
に
ひ
れ
伏
し
、
お
礼
を
申
し

上
げ
て
い
る
場
面
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
彼
ら
は
み
な
「
唐
人
」

と
し
て
描
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
描
き
分
け
る
コ
ー
ド
（
絵
画
の
記

号
的
な
約
束
事
）
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
欠
如
は
、「
江

戸
図
屏
風
」
が
描
か
れ
る
近
世
ま
で
続
い
て
い
た
の
で
す
。

 

「
江
戸
図
屏
風
」
の
中
の
朝
鮮
の
人
た
ち
の
身
な
り
や
服
装
を
よ

く
見
て
く
だ
さ
い
。
じ
つ
に
珍
妙
な
寄
せ
集
め
的
表
現
に
な
っ
て

い
ま
す
。
武
官
や
軍
人
た
ち
は
、韃
靼
人
の
装
束
や
帽
子
を
ま
と
っ

て
い
た
り
し
ま
す
。
ち
な
み
に
、
誤
解
の
な
い
よ
う
に
申
し
添
え

て
お
き
ま
す
と
、
実
際
の
韃
靼
人
が
ど
の
よ
う
な
服
装
を
し
た
り

武
器
を
持
っ
て
い
た
り
し
た
か
は
別
問
題
で
す
。「
韃
靼
人
」
と

い
う
人
び
と
を
表
現
す
る
際
の
絵
画
コ
ー
ド
が
、「
江
戸
図
屏
風
」

の
朝
鮮
人
に
も
適
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
す
。

　

要
す
る
に
、
当
時
の
絵
師
た
ち
は
、
朝
鮮
の
人
た
ち
を
独
自
に

表
現
す
る
方
法
を
ま
だ
獲
得
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、

日
本
人
と
は
違
え
て
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、

何
だ
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
か
ら
モ

表　近世日本・徳川将軍へ派遣された朝鮮使節一覧

西暦
1604・05

1607

1617

1624

1635

1636

1643

1655

1682

1711

1719

1748

1764

1811

日本・朝鮮
宣祖35・36
慶長9・10
宣祖40 
慶長12
光海君9 
元和3
仁祖2 
寛永元
仁祖13 
寛永12
仁祖14 
寛永13
仁祖21 
寛永20
孝宗6 
明暦元
粛宗8 
天和2
粛宗37 
正徳元
粛宗45 
享保4
英祖24 
寛延元
英祖40 
明和元
純祖11 
文化8

将軍/大御所
家康

秀忠/家康

秀忠

家光/秀忠

＊＊

家光

家光

家綱

綱吉

家宣

吉宗

家重

家治

家斉

人数

＊＊

467

428（78）

300

＊＊

475

462

488（103）

475（112）

500（129）

475（109）

475（83）

472（106）

336

招聘目的
＊＊

戦後処理・修好

大坂平定祝賀

天下太平祝賀

＊＊

天下泰平祝賀

家綱誕生祝賀

家綱就職祝賀

綱吉就職祝賀

家宣就職祝賀

吉宗就職祝賀

家重就職祝賀

家治就職祝賀

家斉就職祝賀

使命
倭情探索

回答兼
刷還使
回答兼
刷還使
回答兼
刷還使
＊＊

通信使

通信使

通信使

通信使

通信使

通信使

通信使

通信使

通信使

関連する事項
宣祖王の命により、倭情探索のため対馬に来た松雲大師を、対馬が京・伏見まで連れ、家康・
秀忠に謁見、壬辰倭乱（文禄慶長役）の戦争捕虜三千余名を送還
対馬が「日本国王」家康の国書を偽造し、朝鮮王国の国書を改ざんするなどの工作。これに「回
答」を送る形式の使節→継続的な工作
偽書・改ざん。秀忠が上洛中に来日し、伏見で謁見。朝鮮使節がはじめて洛中洛外図に点描
として描かれる（林原本・パークB本）
偽書・改ざん

対馬の改ざん・偽書が暴露したことにより、将軍の対外称号を「日本国大君」と制定。この頃、
朝鮮人登城を描く「江戸図屏風」成立
家光の強引な要請により、通信使一行が日光東照宮へ「観光」に行かされ、それを日本国内で「参拝」と喧伝。
女真族が朝鮮を侵略。日光東照宮大改造を記念して、「東照社縁起絵巻」を命じ、朝鮮通信使日光「参拝」を描く
東照宮社参（2回目）、梵鐘を献上

東照宮社参（3回目）、大猷院（家光廟）致祭。家綱（保科正之）が、狩野益信に描かせた「朝
鮮人歓待図屏風」を、東福門院に献上
菱川師宣が、初めて朝鮮通信使を版画で描く

新井白石の一方的な改革により、日本国大君を廃止、「日本国王」に改変。近松門左衛門『大
織冠』初演
日本国大君に復帰

朝鮮通信使が江戸を出た直後から、江戸中が朝鮮物ブームに包まれる。羽川藤永などによる
一連の「朝鮮人行列・祭礼唐人行列浮絵」
崔天宗、対馬藩士鈴木伝蔵によって殺される（歌舞伎「唐人殺」）

対馬で「易地聘礼」で、双方の経費節減を図る
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チ
ー
フ
を
持
っ
て
き
て
、
中
国
人
で
も
南
蛮
人
で
も
何
人
で
も
な

い
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
非
日
本
人
を
描
い
て
い
た
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。

　

絵
画
的
に
は
、
し
ば
ら
く
こ
の
状
態
が
続
く
の
で
す
が
、
使
節

団
が
頻
繁
に
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
幕
府
の
権
力
者
や
富
裕

な
階
層
の
人
び
と
が
彼
ら
の
絵
を
描
く
こ
と
を
望
む
機
会
が
多
く

な
る
な
か
で
、
徐
々
に
、
中
国
人
と
も
琉
球
人
と
も
違
う
朝
鮮
人

の
表
現
の
模
索
が
始
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
後
五
十
年
ぐ
ら
い

か
け
て
、
よ
う
や
く
独
立
し
た
絵
画
コ
ー
ド
が
成
立
し
て
い
く
の

で
す
。

図②　朝鮮使節団がもたらした虎の皮、毛氈、反物や青磁器など(「江戸図屏風」より)

図③　朝鮮使節を見ようと駆けつけてきた人(同)

図④　使節を指差しながら見物する人(同)

　

余
談
に
な
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
、
今
回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
携

わ
っ
て
初
め
て
気
づ
い
た
面
白
い
発
見
に
つ
い
て
少
々
述
べ
さ
せ

て
く
だ
さ
い
。
一
つ
は
、
朝
鮮
使
節
を
見
よ
う
と
し
て
駆
け
つ
け

て
き
た
人
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
す
（
図
③
）。
も
う
一
つ
は
、

使
節
を
指
差
し
て
見
物
す
る
人
間
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
す

（
図
④
）。

　

あ
る
程
度
以
上
の
年
齢
の
方
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
大
阪

万
博
の
と
き
に
「
外
国
か
ら
の
お
客
さ
ん
が
来
ま
す
の
で
、
行
儀

よ
く
迎
え
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
お
上
か
ら
の
お
す
す
め
が
あ
っ
た

こ
と
を
ご
記
憶
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
朝
鮮
使

節
団
の
来
訪
の
と
き
も
、「
朝
鮮

人
通
り
候
節
、
ゆ
び
指
し
笑
い

申
間
敷
事
」（
朝
鮮
の
人
た
ち
が

来
た
ら
、
指
を
さ
し
て
笑
っ
た

り
し
て
、
日
本
の
恥
に
な
る
よ

う
な
振
る
舞
い
を
し
て
は
い
け

な
い
）
と
い
う
お
達
し
が
幕
府

か
ら
出
て
い
た
の
で
す
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
野
次
馬

根
性
丸
出
し
の
民
衆
は
い
た
わ

け
で
す
。
天
下
人
の
家
光
様
の

命
令
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
の

人
間
が
そ
れ
に
従
う
わ
け
で
は

な
い
。
絵
の
中
に
そ
の
事
実
が

あ
え
て
描
か
れ
た
点
は
、
面
白

い
と
思
い
ま
す
。
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描
か
れ
た
残
留
捕
虜

　

そ
し
て
も
う
一
つ
、
今
回
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
作
業
に
か
か
わ
っ
て
、

「
目
か
ら
う
ろ
こ
」
的
に
気
づ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

図
⑤
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
大
名
小
路
を
行
く
行
列
の
中
に
、
一

人
だ
け
、
趣
の
違
う
朝
鮮
人
が
い
る
の
で
す
。
ほ
か
の
朝
鮮
人
か

ら
隔
離
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
彼
は
い
っ
た
い
何
者

な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

先
ほ
ど
、こ
の
屏
風
が
描
か
れ
た
と
き
は
、ま
だ「
朝
鮮
通
信
使
」

で
は
な
く
「
回
答
兼
刷
還
使
」
で
あ
っ
た
と
言
っ
た
の
を
覚
え
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
。
刷
還
使
と
い
う
の
は
、
豊
臣
秀
吉

が
朝
鮮
か
ら
連
行
し
て
き
た
捕
虜
を
本
国
送
還
さ
せ
る
た
め
の
使

者
で
あ
っ
た
と
私
は
言
い
ま
し
た
。
私
は
、
彼
は
そ
の
残
留
捕
虜

の
一
人
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す
。

　

て
い
ね
い
に
見
ま
す
と
、
彼
の
履
い
て
い
る
靴
は
使
節
団
の
人

と
は
色
が
違
っ
て
い
て
、
緑
色
で
す
。
他
の
朝
鮮
人
は
黒
か
茶
色

の
靴
を
は
い
て
い
ま
す
が
、
彼
だ
け
違
う
の
で
す
。
そ
の
他
に
も
、

い
ろ
い
ろ
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
れ
は
私
の
思
い
込
み
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
彼
は
ほ
か
の
朝
鮮

人
た
ち
と
違
っ
て
、
何
か
し
ょ
ん
ぼ
り
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま

せ
ん
か
。

　

ち
な
み
に
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
秀
吉
の
侵
略
戦
争
に
よ
っ
て
連

行
さ
れ
た
数
万
の
朝
鮮
人
捕
虜
の
う
ち
、
帰
国
で
き
た
の
は
七
千

人
弱
で
し
た
。
残
る
数
万
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
に
残
っ
た
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
薩
摩
焼
、
伊
万
里
焼
、
有
田
焼
、
萩
焼
、
唐
津
焼
の

陶
工
な
ど
と
し
て
、
一
生
を
終
え
ま
し
た
。
彼
ら
は
日
本
の
侵
略

の
犠
牲
者
で
あ
り
、
同
時
に
、
彼
ら
こ
そ
が
日
本
の
陶
芸
の
基
礎

を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
す
。

　

彼
ら
の
中
に
は
、
そ
の
後
武
士
の
身
分
を
得
て
、
土
地
の
藩
主

な
ど
に
仕
え
た
人
も
い
ま
し
た
。
和
歌
山
紀
州
藩
の
儒
者
に「
李
」

姓
を
名
の
る
家
系
が
あ
り
ま
す
が
、
彼
ら
も
元
を
た
ど
る
と
残
留

捕
虜
の
子
孫
で
す
。

 「
江
戸
図
屏
風
」
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）

の
使
節
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ゆ
え
に
、
秀
吉
の
侵
略
以
後
、

す
で
に
四
半
世
紀
た
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
彼

も
、
す
で
に
妻
帯
し
て
日
本
に
定
着
し
て
い
た
人
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
朝
鮮
に
帰
っ
て
も
、
も
う
、
彼
の
家
は
な
い
か
も
し
れ
な
い

の
で
す
。

図⑤　道をひとり行く朝鮮の人(同)
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当
時
の
残
留
捕
虜
の
記
録
の
中
に
、「
妻
あ
り
、
夫
あ
り
、
子

あ
り
、
孫
あ
り
。
故
郷
に
は
帰
り
た
い
が
、
日
本
で
作
っ
た
家
族

を
置
い
て
は
い
け
な
い
か
ら
、
残
り
ま
す
」
と
い
っ
た
記
述
を
見

つ
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
そ
こ
に
は
涙
な
が
ら
の

ド
ラ
マ
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
す
。

　

さ
て
、
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
、
朝
鮮
か

ら
の
使
節
は
計
十
二
回
、
日
本
に
や
っ
て
来
ま
し
た
が
、
そ
の
前

史
と
し
て
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
に
も
一
度
使
者
が
来
て
い

た
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
き
ま
す
。
こ
の
と
き
の
彼
ら
の
目
的
は
、

「
倭
情
探
索
」
で
し
た
。
こ
の
こ
ろ
は
ま
だ
侵
略
の
シ
ョ
ッ
ク
が

さ
め
や
ら
ず
、
彼
ら
は
日
本
が
再
び
襲
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か

と
心
配
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
真
意
を
探
る
た
め
に
僧
侶
を

差
し
向
け
た
の
で
す
。
こ
の
と
き
は
対
馬
藩
が
間
に
入
り
、
伏
見

に
い
た
徳
川
家
康
と
会
談
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
家
康
は
、
自
分
た
ち
は
二
度
と
朝
鮮
を
侵
略
す

る
気
は
な
い
と
し
て
、
そ
の
証
に
三
千
名
近
く
の
捕
虜
を
送
還
さ

せ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
戦
後
処
理
の
第
一
歩
が
成
り
、
彼
ら
の

日
本
に
対
す
る
猜
疑
心
も
少
し
和
い
だ
の
で
す
。
こ
の
で
き
ご
と

が
、
二
年
後
（
一
六
〇
七
）
の
正
式
使
節
来
訪
へ
の
イ
ン
ト
ロ
ダ

ク
シ
ョ
ン
と
な
り
ま
す
。

家
光
と
「
東
照
社
縁
起
絵
巻
」

　

さ
て
、「
江
戸
図
屏
風
」
を
ご
覧
い
た
だ
き
な
が
ら
、
絵
画
が

時
の
政
治
権
力
の
あ
り
よ
う
を
さ
ま
ざ
ま
に
映
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
お
話
し
て
き
ま
し
た
。
朝
鮮
通
信
使
と
い
う
行
列
が
、
徳

川
幕
府
の
政
治
的
意
図
を
反
映
し
た
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で

あ
っ
た
こ
と
も
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

朝
鮮
通
信
使
は
、
そ
の
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
絵
画
資
料
に
描
か

れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
詳
細
に
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
多
く

の
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

 

「
江
戸
図
屏
風
」
以
外
に
描
か
れ
た
通
信
使
の
姿
を
、
い
く
つ
か

見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

こ
ち
ら
は
、「
東
照
社
縁
起
絵
巻
」
と
い
い
ま
す
（
図
⑥
）。
三

代
将
軍
家
光
の
時
代
に
、
江
戸
開
幕
の
祖
で
あ
る
家
康
は
神
格
化

（
東
照
大
権
現
）
さ
れ
ま
す
が
、そ
の
過
程
で
描
か
れ
た
絵
巻
で
す
。

家
光
は
祖
父
家
康
の
た
い
へ
ん
な
崇
拝
者
で
、
家
康
を
祀
っ
た
東

照
宮
を
い
ま
の
よ
う
な
豪
華
絢
爛
な
形
に
し
た
の
も
彼
で
す
。
こ

の
絵
巻
の
中
に
も
、
日
光
に
向
か
う
通
信
使
の
行
列
が
描
か
れ
て

い
ま
す
（
一
六
三
六
年
）。

　

こ
の
と
き
す
で
に
家
光
の
父
の
秀
忠
は
な
く
、
敏
腕
の
外
交
ブ

レ
ー
ン
で
あ
っ
た
金
地
院
崇
伝
も
世
を
去
っ
て
い
ま
す
。
家
光
に

と
っ
て
は
、
将
軍
に
な
っ
て
初
め
て
迎
え
る
外
交
使
節
で
し
た
し
、

折
し
も
東
照
宮
が
落
成
し
た
直
後
で
も
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か

ら
、
彼
は
江
戸
へ
や
っ
て
き
た
通
信
使
を
ど
う
し
て
も
日
光
東
照

宮
へ
行
か
せ
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
始
祖
で
あ
る
「
東
照
大
権
現
」

家
康
が
海
外
か
ら
も
崇
拝
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
世
に
喧
伝
し
た

か
っ
た
の
で
す
。

　

そ
こ
で
、
通
信
使
た
ち
に
強
力
に
勧
め
ま
す
。「
日
光
は
素
晴

ら
し
く
美
し
い
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
見
に
行
っ
て
く
だ
さ
る
と
非

常
に
嬉
し
い
。
い
ま
ま
で
に
朝
鮮
か
ら
の
使
節
を
二
回
迎
え
ま
し

た
が
、日
光
行
き
を
勧
め
る
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
す
。
ぜ
ひ
行
っ
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て
東
照
宮
落
成
を
祝
っ
て
く
だ

さ
い
。」

　

こ
れ
は
非
常
に
調
子
の
よ
い

勧
め
方
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、

か
く
し
て
使
節
団
の
日
光
行
き

が
実
現
し
た
後
、
国
内
的
に
は

「
朝
鮮
の
使
節
の
ほ
う
が
、
ぜ
ひ

と
も
神
君
の
ご
廟
舎
へ
行
っ
て

拝
礼
を
し
た
い
と
言
っ
た
の
だ
」

と
い
う
ふ
う
に
ア
ナ
ウ
ン
ス
し

た
か
ら
で
す
。

　

こ
の
日
光
訪
問
を
、
家
光
は

寛
永
十
七
年
ご
ろ
に
文
章
化
さ

せ
ま
し
た
（「
東
照
社
縁
起
」）。

そ
の
後
、
そ
の
文
章
に
似
合
う

よ
う
に
狩
野
探
幽
に
絵
を
描
か

せ
た
の
が
、「
東
照
社
縁
起
絵
巻
」

で
す
。
絵
巻
は
天
下
人
の
権
威

づ
け
の
演
出
と
し
て
、
大
い
に

活
用
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
お
話
を
、
実
際
の
展
示
の
前
で
で
き
る
と
一
番
よ

い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
。
歴
史
展
示
の

そ
れ
ぞ
れ
に
、
担
当
の
解
説
者
が
張
り
つ
い
て
い
る
わ
け
に
も
い

か
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
来
て
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
に
で
き

る
だ
け
深
く
理
解
し
て
い
た
だ
く
努
力
は
、
続
け
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
朝
鮮
通
信
使
歓
待
図
屏
風
」
の
謎

　

屏
風
や
絵
画
と
い
っ
た
歴
史
資
料
を
ど
う
展
示
す
る
か
と
い
う

問
題
は
、
歴
博
で
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
で
は

十
九
世
紀
後
半
ご
ろ
か
ら
博
物
館
や
美
術
館
が
で
き
始
め
ま
す

が
、
そ
れ
以
前
の
古
い
時
代
か
ら
、
寺
院
が
仏
像
や
絵
巻
な
ど
の

宝
物
を
一
般
に
開
帳
す
る
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。
古
代
・
中
世
は

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
近
世
に
は
、
宝
物
を
自
分
た
ち
の
寺
で
開
帳

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
寺
院
に
貸
し
出
し
て
「
出
開
帳
」
と

し
て
見
せ
る
こ
と
も
、
か
な
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

現
代
で
も
、
東
京
の
ど
こ
か
の
美
術
館
が
大
英
博
物
館
か
ら
所

蔵
品
を
借
り
て
展
覧
会
を
開
く
、
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
よ
く
あ
り

ま
す
。
大
英
博
物
館
の
ほ
う
が
よ
そ
の
美
術
館
か
ら
物
を
借
り
て

自
館
に
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
同

じ
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
、
江
戸
時
代
に
も
あ
っ
た
の
で
す
。
江
戸

時
代
、「
ご
開
帳
」
は
民
衆
に
と
っ
て
は
大
き
な
娯
楽
イ
ベ
ン
ト

の
一
つ
で
し
た
。

　

天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
の
冬
、
名
古
屋
の
大
龍
寺
と
い
う
お

寺
が
、
京
都
の
泉
涌
寺
か
ら
宝
物
の
屏
風
を
借
り
て
、
十
日
間
ほ

ど
開
帳
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
こ
ろ
の
名
古
屋
に
は
高
力
種
信
と
い
う
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ

た
武
士
が
い
ま
し
た
。
絵
師
で
も
あ
り
、
本
の
出
版
者
で
も
あ
り
、

「
猿
猴
庵
」
と
号
し
て
い
ま
し
た
。
猿
猴
庵
は
、
天
明
か
ら
天
保

の
初
頭
ご
ろ
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
行
わ
れ
た
開
帳
、
出
開
帳
の

様
子
を
模
写
し
、
絵
本
に
し
て
地
元
の
貸
本
屋
に
出
し
て
い
た
の

で
す
が
、
泉
涌
寺
の
寺
宝
を
借
り
た
こ
の
大
龍
寺
の
イ
ベ
ン
ト
も
、

図⑥　日光へ向かう朝鮮通信使の一行（「東照社縁起絵巻」より　日光東照宮宝物館蔵）
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絵
本
の
中
に
残
し
て
い
ま
し
た
（
図
⑦
）。

　

猿
猴
庵
が
描
い
た
と
い
う
そ
の
絵
本
を
、
私
は
い
ま
か
ら

十
二
、三
年
前
に
名
古
屋
に
行
っ
た
と
き
に
見
ま
し
た
。
Ａ
４
く

ら
い
の
紙
に
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
モ
ノ
ク
ロ
写
真
だ
っ
た
の
で
、
詳

細
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
泉
涌
寺
か
ら
借
り
た
と
い
う
そ

の
宝
物
が
何
だ
っ
た
の
か
も
、
そ
れ
を
見
た
だ
け
で
は
わ
か
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
大
龍
寺
に
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
屏
風
を
知
っ

て
い
る
と
い
う
解
説
の
お
じ
い
さ
ん
が
い
た
の
で
す
。
そ
の
方
に

よ
る
と
、「
こ
の
ご
屏
風
は
か
た
じ
け
な
く
も
、
公
方
様
（
将
軍
）

か
ら
東
福
門
院
様
に
献
上
さ
れ
た
朝
鮮
人
来
朝
の
図
で
、
狩
野
益

信
の
筆
で
ご
ざ
る
」
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

東
福
門
院
と
い
う
の
は
徳
川
秀
忠
の
娘
で
、
後
水
尾
天
皇
の
も

と
に
、
元
和
年
間
に
入
内
し
ま
し
た
。
東
福
門
院
は
や
が
て
娘
を

生
み
、
娘
は
の
ち
に
明
正
女
帝
と
な
り
ま
す
。
贈
ら
れ
た
屏
風
と

い
う
の
は
「
朝
鮮
通
信
使
歓
待
図
屏
風
」
で
す
。

　

で
は
、
東
福
門
院
に
こ
の
屏
風
を
贈
っ
た
上
様
と
は
誰
で
、
い

つ
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

絵
師
で
あ
る
狩
野
益
信
の
生
没
年
か
ら
考
え
る
と
、
明
暦
元
年

（
一
六
五
五
）
の
朝
鮮
通
信
使
か
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
の

朝
鮮
通
信
使
の
ど
ち
ら
か
に
限
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
屏
風
に
描

か
れ
た
東
福
門
院
の
姿
か
ら
す
る
と
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
明
暦
元

年
の
通
信
使
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

明
暦
元
年
当
時
の
将
軍
は
、
四
代
目
の
徳
川
家
綱
で
す
。
三
代

家
光
は
家
綱
が
幼
い
と
き
に
世
を
去
り
ま
し
た
の
で
、
家
綱
は
大

御
所
（
引
退
し
た
前
将
軍
）
の
庇
護
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
慶
安

四
年
（
一
六
五
一
）
に
幼
将
軍
と
な
り
ま
し
た
。

　

家
光
が
死
ん
で
間
も
な
く
、「
慶
安
事
件
」
と
呼
ば
れ
る
幕
府

転
覆
未
遂
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。
徳
川
政
権
が
今
後
安
泰
に
推

移
し
て
い
く
の
か
ど
う
か
懸
念
さ
れ
る
な
か
で
、
幕
府
は
朝
鮮
通

信
使
を
迎
え
た
の
で
す
。

　

こ
の
と
き
の
家
綱
は
十
二
、三
歳
な
の
で
、
通
信
使
の
招
聘
を

自
分
で
決
め
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
有
能
な
幕
閣
だ
っ
た
保
科
正

之
あ
た
り
が
、
幕
府
の
権
力
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
イ
ベ
ン
ト

と
し
て
、
進
言
し
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
豪

華
な
屏
風
に
描
か
せ
、
お
ば
さ
ん
で
あ
る
東
福
門
院
に
プ
レ
ゼ
ン

図⑦　高力猿猴庵描く泉涌寺の霊宝開帳(名古屋市立博物館蔵)
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作
っ
て
い
く
者
の
一
員
と
し
て
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
資
料
を
、

充
実
し
た
形
で
み
な
さ
ん
に
お
見
せ
し
た
い
も
の
だ
と
念
願
し
て

い
ま
す
。

「
鎖
国
」
と
松
平
定
信

　

さ
て
、
い
く
つ
か
の
屏
風
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
徳
川
幕
府
と

国
際
政
治
の
関
係
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
最
後
に
、
非
常
に
重
要

ト
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
な
こ
と
は
、
所
蔵
者
で
あ
る
泉
涌
寺
も
知
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
屏
風
が
東
福
門
院
の
持
ち
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
記
録

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
経
路
で
献
上
さ
れ
た

の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
だ
っ
た
の
で
す
。
大
龍
寺
の
解
説
の

お
じ
さ
ん
の
口
上
で
初
め
て
、
将
軍
か
ら
東
福
門
院
に
贈
ら
れ
た
、

朝
鮮
通
信
使
を
描
い
た
屏
風
だ
っ
た
と
い
う
由
来
が
わ
か
り
ま
し

た
。
屏
風
が
制
作
さ
れ
て
か
ら
百
三
十
年
ほ
ど
た
っ
て
い
ま
す
の

で
、
彼
の
解
説
を
信
じ
て
い
い
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
は
若
干
残

り
ま
す
が
、
と
り
あ
え
ず
つ
じ
つ
ま
は
合
っ
て
い
る
の
で
、
仮
説

と
し
て
は
採
用
し
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
「
朝
鮮
通
信
使
歓
待
図
屏
風
」
は
普
通
の
屏
風

と
は
か
な
り
違
う
、
面
白
い
描
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ

の
絵
画
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
少
し
解
説
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。

　

右
隻
は
上
下
が
別
の
時
空
間
と
し
て
分
け
ら
れ
（
図
⑧
）、
下

部
に
登
城
の
様
子
が
描
か
れ
、
上
部
に
帰
国
の
様
子
が
描
か
れ
る

と
い
う
、
非
常
に
珍
し
い
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
左
隻
は
斜
め

の
塀
で
左
右
の
時
空
間
が
分
け
ら
れ
（
図
⑨
）、
左
手
は
本
丸
の

大
広
間
で
の
謁
見
の
場
面
、
右
手
は
謁
見
の
大
役
が
終
わ
っ
た
こ

と
に
ホ
ッ
と
し
つ
つ
、
櫓
の
下
の
玄
関
を
通
っ
て
出
て
ゆ
く
場
面

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
屏
風
絵
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
は
独

特
で
、
た
い
へ
ん
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

屏
風
な
ど
の
歴
史
資
料
を
展
示
す
る
と
き
は
、
こ
の
よ
う
に
詳

細
な
読
み
解
き
を
行
っ
て
、
情
報
を
し
っ
か
り
示
し
て
い
か
な
い

と
意
味
が
な
い
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
博
物
館
の
展
示
を

上、図⑧　「朝鮮通信使歓待図屏風」右隻（泉涌寺蔵）
下、図⑨　「朝鮮通信使歓待図屏風」左隻（同）
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な
、
日
本
の
「
鎖
国
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

駆
け
足
で
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
か
ら
話
題
に
出
て
い
ま
す
よ
う
に
、
近
世
日
本
の
「
四

つ
の
口
」
論
は
、
歴
史
家
の
朝
尾
直
弘
先
生
が
取
り
組
ま
れ
て
以

来
、
何
十
年
も
研
究
さ
れ
つ
づ
け
て
き
ま
し
た
。
い
ま
で
も
、
寛

永
年
間
に
出
さ
れ
た
五
つ
の
「
鎖
国
令
」
に
よ
っ
て
、「
鎖
国
」

と
い
う
閉
鎖
的
な
形
が
か
な
り
堅
固
に
作
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る

方
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
鎖
国
と
い
う
シ
ス

テ
ム
は
、
寛
政
か
ら
文
化
年
間
に
か
け
て
、
老
中
・
松
平
定
信
に

よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
、
極
端
に
言
え
ば
「
で
っ
ち
上
げ
ら
れ

た
過
去
」
に
す
ぎ
な
い
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
作
家
は
、「
現

在
を
制
す
る
も
の
は
過
去
を
制
す
る
。
過
去
を
制
す
る
も
の
は
未

来
を
制
す
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
為
政
者
、
権
力
者

が
歴
史
を
書
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
未
来
の
歴
史
を
も
作
っ
て
い
く

と
い
う
わ
け
で
す
。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
、
定
信
は
十
八
世
紀
の

終
わ
り
頃
か
ら
十
九
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
、
日
本
の
過
去
と
未

来
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

　

四
方
を
海
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
日
本
に
は
、
近
世
、
海
を

伝
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
外
国
人
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
海
を
私

は
列
海
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
が
（
図
⑩
）、
十
八
世
紀
の
終
わ

り
ご
ろ
に
、
ロ
シ
ア
勢
力
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
に
、
ア

ダ
ム
・
ラ
ク
ス
マ
ン
と
い
う
ロ
シ
ア
人
が
い
ま
し
た
。
寛
政
四
年

（
一
七
九
二
）、
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
女
帝
に
派
遣
さ
れ
て
根
室
に
や
っ

て
き
て
、
日
本
に
通
商
開
始
を
願
い
出
ま
し
た
。

　

彼
が
な
ぜ
こ
の
時
期
に
根
室
に
来
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
こ

の
こ
ろ
の
北
半
球
は
、「
小
氷
河
期
の
中
の
中
間
氷
河
期
」
と
い

わ
れ
る
寒
冷
化
の
時
代
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
い
ま
の
わ
れ
わ
れ
も
、

寒
く
な
る
と
掛
け
布
団
を
一
枚
か
ら
二
枚
に
増
や
し
ま
す
が
、
そ

れ
と
同
じ
よ
う
に
、
当
時
、
あ
ま
り
に
寒
い
た
め
に
毛
皮
の
需
要

が
急
速
に
高
ま
り
ま
し
た
。
寒
冷
化
は
十
五
世
紀
か
ら
始
ま
り
、

ロ
シ
ア
人
は
毛
皮
を
求
め
て
東
へ
東
へ
と
進
出
し
て
い
き
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
西
シ
ベ
リ
ア
の
ウ
ラ
ル
山
脈
か
ら
ア
ム
ー
ル
川

の
上
流
域
に
い
た
る
ま
で
、
毛
皮
に
な
る
動
物
が
ほ
と
ん
ど
捕
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
末
に
、
つ
い
に
北
海
道
の
根

室
に
ま
で
や
っ
て
き
た
の
で
す
。
地
球
温
暖
化
を
懸
念
し
て
い
る

現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
は
皮
肉
な
話
で
す
。
日
本
の
天
明
飢
饉
な
ど

も
、
じ
つ
は
こ
の
寒
冷
化
の
影
響
で
す
。

図⑩　近世「日本」と東アジア

山
丹

東
海朝

鮮
国

黄
海

琉
球

北
海

蝦
夷
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根
室
に
や
っ
て
き
た
ラ
ク
ス
マ
ン
に
ど
う
対
処
す
る
か
、
江
戸

の
松
平
定
信
の
も
と
に
、
す
ぐ
に
打
診
が
届
き
ま
し
た
。
こ
れ
に

対
し
て
定
信
は
次
の
よ
う
な
答
え
を
出
し
ま
す
。

 

「
日
本
は
異
国
と
接
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
二
つ
の
例
が
あ
り
、

一
つ
は
『
通
信
』、
い
ま
一
つ
は
『
通
商
』
で
あ
る
。
通
信
は
、
朝

鮮
と
琉
球
の
二
か
国
に
限
る
。
通
商
は
、
清
（
中
国
）
と
オ
ラ
ン

ダ
に
限
る
。
通
商
の
交
易
地
は
長
崎
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

体
制
は
徳
川
政
権
の
始
祖
三
代
が
定
め
た
祖
法
で
あ
る
。
祖
法
で

あ
る
が
ゆ
え
に
方
針
を
軽
く
変
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
ロ
シ
ア
の
通
商
の
願
い
は
許
可
で
き
な
い
。」

　

こ
う
し
て
、
ラ
ク
ス
マ
ン
は
追
い
返
さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の

十
二
年
後
に
、
今
度
は
レ
ザ
ノ
フ
が
長
崎
に
や
っ
て
き
ま
す
。
そ

の
と
き
に
は
、
幕
府
は
も
っ
と
体
系
的
な
形
で
拒
否
し
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
二
つ
の
事
件
の
間
に
入
る
形
で
、
長
崎
の
元
オ

ラ
ン
ダ
通
詞
だ
っ
た
志
筑
忠
雄
と
い
う
蘭
学
者
が
、
エ
ン
ゲ
ル
ベ

ル
ト
・
ケ
ン
ペ
ル
の
『
日
本
史
』
の
一
説
を
和
訳
し
ま
し
た
。『
日

本
史
』
は
も
と
も
と
ド
イ
ツ
語
な
の
で
す
が
、
ま
ず
英
訳
さ
れ
、

さ
ら
に
オ
ラ
ン
ダ
語
に
翻
訳
さ
れ
る
と
い
う
具
合
に
、
複
雑
な
経

緯
を
た
ど
り
ま
し
た
。
志
筑
が
訳
し
た
の
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
版
の

『
日
本
史
』
で
す
。

　

こ
の
翻
訳
の
過
程
で
、「
鎖
国
」
と
い
う
表
現
が
登
場
し
ま
し
た
。

ケ
ン
ペ
ル
が
書
い
た
も
と
も
と
の
ド
イ
ツ
語
に
は
そ
の
よ
う
な
言

葉
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
英
語
に
訳
さ
れ
る
段
階
で
、
あ
る
章

の
題
名
（
チ
ャ
プ
タ
ー
タ
イ
ト
ル
）
の
中
に
、
そ
れ
に
類
す
る
表

現
が
紛
れ
込
ん
だ
の
で
す
。

　

英
語
の
チ
ャ
プ
タ
ー
タ
イ
ト
ル
と
い
う
の
は
べ
ら
ぼ
う
に
長
い

こ
と
が
あ
り
、
と
き
に
は
三
行
か
ら
四
行
ぐ
ら
い
の
文
章
で
な
り

た
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
問
題
の
タ
イ
ト
ル
は
、
直
訳
す

る
と
「
あ
え
て
日
本
は
そ
の
国
民
を
し
て
国
外
と
関
係
を
も
た
ず

に
国
を
閉
ざ
し
、
そ
れ
に
お
い
て
国
益
が
あ
る
か
い
な
か
」
と
い

う
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
日
本
語
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
は
、
こ

れ
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、「
国
を
閉
ざ
す
」
と
い
う
部
分

を
際
立
た
せ
て
、漢
文
式
に「
鎖
国
論
」と
題
し
た
の
で
す
。「
鎖
国
」

と
い
う
言
葉
が
登
場
し
た
の
は
こ
の
と
き
が
初
め
て
で
す
。
そ
し

て
、
こ
の
言
い
方
が
、
時
流
の
中
で
う
ま
く
利
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

先
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
寛
永
の
五
つ
の
鎖
国
令
と
い
う
の
は

「
い
わ
ゆ
る
」
で
あ
っ
て
、
寛
永
当
時
か
ら
鎖
国
と
い
う
言
い
方

な
り
概
念
な
り
が
流
布
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
ち
な

み
に
、
こ
の
言
葉
が
一
般
民
衆
に
ま
で
普
及
し
た
の
は
、
ペ
リ
ー

が
来
航
す
る
直
前
の
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
鎖
国
と
い
う
の
は
、

元
を
た
ど
れ
ば
北
半
球
の
寒
冷
化
の
せ
い
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
か

か
っ
て
き
た
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
松
平
定
信
が

後
知
恵
的
に
発
明
し
た
、「
作
ら
れ
た
歴
史
」
な
の
で
す
。

　

も
っ
と
も
、
定
信
の
試
み
は
そ
ん
な
に
視
野
の
狭
い
も
の
で
は

な
く
、「
日
本
の
す
べ
て
の
過
去
を
体
系
化
す
る
」
と
い
う
大
き

な
目
標
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
な
か
で
も
「
寛
政
異
学
の
禁
」
が

有
名
で
す
。

 
「
異
学
」
を
禁
ず
る
た
め
に
は
「
正
学
」（
官
学
、
政
府
が
定
め
た

学
問
）
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
幕
府

に
は
、
正
学
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
定

信
は
「
正
学
が
存
在
し
た
」
と
い
う
伝
統
を
新
た
に
作
り
ま
し
た
。
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ど
の
よ
う
に
し
た
か
と
い
う
と
、ま
ず
、「
切
り
捨
て
る
べ
き
異
学
」

の
ほ
う
を
決
め
、
残
っ
た
も
の
を
正
学
と
し
た
の
で
す
。
正
学
の

伝
統
を
創
造
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
の
が
、「
異
学
の
禁
」
で
す
。

　

こ
う
し
て
残
っ
た
い
わ
ゆ
る
正
学
の
中
に
は
国
学
の
よ
う
な
も

の
も
あ
っ
て
、
そ
の
代
表
と
い
え
ば
本
居
宣
長
な
ど
が
す
ぐ
に
思

い
浮
か
び
ま
す
。
し
か
し
、
国
学
は
あ
る
種
過
激
な
思
想
で
も
あ

り
、
幕
府
権
力
に
と
っ
て
は
い
ろ
い
ろ
問
題
も
あ
り
ま
す
。
そ
の

あ
た
り
も
整
理
し
た
い
と
考
え
た
定
信
は
、
塙
保
己
一
に
「
和
学

講
談
所
」
と
い
う
新
し
い
施
設
を
設
立
さ
せ
、
和
学
の
文
献
を
整

理
さ
せ
ま
し
た
。
中
国
の
宋
学
や
漢
学
を
正
学
と
異
学
に
分
け
る

だ
け
で
は
な
く
、
和
学
の
正
学
と
異
学
も
分
け
ま
し
た
。
こ
う
し

て
「
聖
な
る
テ
キ
ス
ト
」
と
「
邪
な
る
テ
キ
ス
ト
」
を
分
け
、
な

お
か
つ
聖
な
る
テ
キ
ス
ト
の
中
身
を
整
理
し
て
、『
群
書
類
従
』

と
し
て
ま
と
め
た
の
で
す
。

　

定
信
は
、
有
名
な
出
版
統
制
も
行
い
ま
し
た
。
そ
の
統
制
の
な

か
で
、
た
と
え
ば
ロ
シ
ア
の
到
来
を
懸
念
し
た
林
子
平
の
『
三
国

通
覧
図
説
』
や
『
海
国
兵
談
』
が
絶
版
処
分
を
受
け
ま
し
た
。
そ

こ
に
は
、
か
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
過
去
を
時
の
権
力
者
が

作
り
上
げ
、
来
る
べ
き
未
来
に
立
ち
向
か
お
う
と
い
う
意
図
が
見

て
と
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
幕
府
の
過
去
を
整
理
す
る
た
め
に
、
定
信
は
大
学
頭
の

林
述
斎
に
幕
府
の
正
史
と
し
て
『
徳
川
実
紀
』
を
作
ら
せ
ま
し
た
。

私
は
こ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
き
に
初
め
て
知
っ
た
の
で
す
が
、
頼

山
陽
の
『
日
本
外
史
』
が
山
陽
独
自
の
着
眼
、
発
想
だ
と
思
っ
た

ら
間
違
い
な
の
で
す
。
こ
れ
も
、
定
信
に
依
頼
さ
れ
て
、
山
陽
が

着
手
し
た
も
の
で
し
た
。
つ
ま
り
、
幕
府
の
過
去
と
未
来
を
両
方

制
そ
う
と
い
う
、
定
信
の
遠
大
か
つ
強
烈
な
意
図
に
よ
っ
て
制
作

さ
れ
た
も
の
と
い
え
ま
す
。

　

そ
の
後
、
定
信
は
諸
大
名
や
旗
本
な
ど
の
過
去
も
整
理
す
べ
く

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
を
出
し
、
膨
大
な
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
文
書
の

中
に
、五
千
家
に
の
ぼ
る
大
名
と
旗
本
の
系
譜
を
ま
と
め
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
定
信
の
し
か
け
は
な
か
な
か
壮
大
な
も
の
で
し
た
。

　

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
、
彼
は
将
来
の
日
本
像
の
前
提
に
な

り
う
る
よ
う
な
過
去
を
創
造
し
ま
し
た
。
鎖
国
の
概
念
や
通
信
・

通
商
へ
の
考
え
方
、
朝
鮮
や
オ
ラ
ン
ダ
、
中
国
な
ど
諸
外
国
と
関

係
と
の
構
想
も
、
そ
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。

　

―
―
と
、
ち
ょ
っ
と
脱
線
気
味
で
、
ま
と
ま
り
に
欠
け
る
話
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
時
計
を
見
れ
ば
、
持
ち
時
間
は
と
う

に
過
ぎ
て
い
る
よ
う
で
す
。
私
は
よ
く
電
源
を
入
れ
る
ス
イ
ッ
チ

は
あ
る
が
切
る
ス
イ
ッ
チ
が
見
当
た
ら
な
い
人
間
だ
と
い
わ
れ
ま

す
。
こ
の
ま
ま
で
は
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
以
上
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
説
明
が
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今

日
申
し
あ
げ
た
よ
う
な
こ
と
を
少
し
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
な
が

ら
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
な
っ
た
歴
博
の
展
示
室
を
ご
覧
い
た
だ
け
た

ら
、
た
い
へ
ん
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

講演2ーー 東アジアの国際関係と歴史展示の間
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時
計
と
仏
像
で
時
空
を
表
す

　

大
英
博
物
館
の
日
本
セ
ク
シ
ョ
ン
で
学
芸
員
を
し
て
お
り
ま
す

テ
ィ
モ
シ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
で
す
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
招
き

い
た
だ
き
、
本
当
に
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

　

今
日
、
な
ぜ
私
が
み
な
さ
ん
の
前
で
お
話
す
る
こ
と
に
な
っ
た

か
と
言
い
ま
す
と
、
二
〇
〇
六
年
十
月
に
、
歴
博
同
様
、
私
た
ち

の
大
英
博
物
館
で
も
「
日
本
展
示
室
」
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ

ン
し
た
か
ら
で
す
。
も
と
も
と
大
英
博
物
館
の
日
本
展
示
室
は

一
九
九
〇
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
十
五
年
を
経

て
、
大
幅
改
装
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
経
験
を
踏
ま
え

て
、
ご
く
簡
単
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
の
新
し
い
展
示
に
つ

い
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

新
し
い
日
本
展
示
室
の
タ
イ
ト
ル
は
「
日
本
―
―
古
代
か
ら
現

在
ま
で
」
と
い
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
大
胆
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
も
ご
存
知
の
よ
う
に
、
大
英
博
物
館
は
た
い
へ
ん
大

き
な
博
物
館
で
、
百
ぐ
ら
い
展
示
室
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
展
示

室
は
そ
の
中
の
三
つ
で
す
。
組
織
と
し
て
は
ア
ジ
ア
部
門
の
中
の

日
本
セ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
り
ま
す
。
私
は
歴
史
家

で
は
な
く
、
日
本
セ
ク
シ
ョ
ン
の
学
芸
員
（
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
）
と

し
て
、
美
術
史
を
学
ん
で
き
ま
し
た
。
本
日
は
そ
の
よ
う
な
人
間

の
話
と
し
て
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
日
本
展
示
室
で
は
、
入
り
ば
な
の
導
入（
イ

ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
）の
と
こ
ろ
に
「
大
名
時
計
」
を
展
示
し
て
い

ま
す（
図
①
）。こ
の
時
計
は
、機
械
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
ど
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
時
計
を
ま
ね
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
時
間
の
表
示
は
陰
暦

で
、
月
の
動
き
に
あ
わ
せ
て
時
間
を
計
算
し
て
い
ま
す
。
冒
頭
部

分
に
こ
の
よ
う
な
時
計
を
展
示
し
た
こ
と
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は

ま
っ
た
く
違
う
時
空
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
さ
せ
た
つ
も
り
で
す
。

　

大
名
時
計
の
ほ
か
に
、
仏
像
も
展
示
し
て
い
ま
す
（
図
②
）。

国
宝
の
百
済
観
音
像
に
そ
っ
く
り
な
の
で
驚
く
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
か
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
本
物
で
は
な
く
、
新
納
忠
之
介
さ

ん
と
い
う
彫
刻
家
が
昭
和
初
期
に
作
っ
た
模
刻
で
す
。
実
物
と
同
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寸
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
傷
ん
で
い
る
と
こ
ろ
ま
で
忠
実
に
復

元
し
て
い
ま
す
。
天
平
時
代
に
、
す
で
に
日
本
と
大
陸
文
化
が
非

常
に
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
象
徴
し
た
く
思
い
、
こ
こ

に
配
置
し
ま
し
た
。

　

図
③
は
裏
千
家
の
茶
室
で
す
。
月
に
二
回
、
裏
千
家
の
先
生

方
を
招
い
て
簡
単
な
茶
道
の
実
演
と
説
明
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
こ
で
展
示
し
て
い
る
所
蔵
品
は
、
私
た
ち
日
本
セ
ク
シ
ョ
ン

が
管
理
し
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
同
じ
大
英
博
物
館

の
他
の
セ
ク
シ
ョ
ン
も
日
本
関
係
の
資
料
や
作
品
を
持
っ
て
い
ま

す
の
で
、
そ
こ
か
ら
借
り
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
大
名
時
計
は
時

計
専
門
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
借
り
ま
し
た
。
ま
た
、
金
貨
や
貨
幣

の
セ
ク
シ
ョ
ン
も
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
日
本
の
お
札
や
大
判
を

借
り
て
展
示
し
て
い
ま
す
。　

「
本
物
」
を
展
示
す
る
こ
と

　

一
九
九
〇
年
当
初
、
日
本
展
示
室
の
タ
イ
ト
ル
は
、

M
asterpieces of Japanese A

rt

、
つ
ま
り
「
日
本
美
術
名

品
展
」
で
し
た
。
今
回
の
タ
イ
ト
ル
は
「
日
本
―
―
古
代
か
ら
現

代
ま
で
」
で
す
か
ら
、
コ
ン
セ
プ
ト
が
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
こ
と

を
ご
理
解
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

　

展
示
室
の
構
成
は
年
代
順
に
な
っ
て
お
り
、
ご
く
自
然
に
展
示

が
広
が
っ
て
い
く
形
に
し
て
い
ま
す
（
図
④
）。
部
屋
は
全
部
で

三
つ
あ
り
、
最
初
の
部
屋
は
「
古
代
・
中
世
」、
二
つ
目
の
部
屋

は
「
近
世
」、
一
番
奥
の
三
つ
目
の
部
屋
は
「
近
・
現
代
」
で
す
。

図①　2006年にリニューアルオープンした大英博物館の｢日本展示室｣。
　　　入り口すぐに展示されている｢大名時計｣

図②　新納忠之介による百済観音の模刻

報告2ーー 大英博物館の新しい日本展示
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今
年
、
三
菱
商
事
が
十
年
契
約
で
日
本
展
示
室
の
ス
ポ
ン
サ
ー
に

な
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
援
助
し
て
く
だ
さ
る
お
金
で
十
年
間
、
展

示
や
関
連
イ
ベ
ン
ト
の
費
用
が
ま
か
な
え
ま
す
の
で
、
と
て
も
感

謝
し
て
い
ま
す
。

　

近
世
の
部
屋
で
は
、「
武
家
、
公
家
、
町
人
」
と
い
う
テ
ー
マ

で
人
び
と
の
事
情
を
紹
介
し
、
ま
た
「
世
界
へ
の
四
つ
の
窓
口
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
国
際
関
係
に
つ
い
て
展
示
し
ま
し
た
。
こ
の

テ
ー
マ
設
定
は
、
先
ほ
ど
の
お
話
に
あ
っ
た
歴
博
の
展
示
と
共
通

す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

大
英
博
物
館
と
歴
博
で
は
、
事
情
が
い
ろ
い
ろ
な
点
で
異
な
り

ま
す
。
も
っ
と
も
違
う
点
は
、
私
た
ち
が
「
レ
プ
リ
カ
（
模
型
）」

で
は
な
く
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
（
本
物
）」
を
展
示
す
る
こ
と
に
重
点

を
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
で
し
ょ
う
。
写
真
パ
ネ
ル
を
使
う

場
合
も
、
ご
く
小
さ
な
写
真
パ
ネ
ル
し
か
使
い
ま
せ
ん
。
実
物
、

あ
る
い
は
作
家
の
作
品
を
中
心
に
展
示
を
作
る
こ
と
が
、
私
た
ち

の
展
示
の
基
本
で
す
。日

本
展
示
室
の

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
ポ
イ
ン
ト

　

大
英
博
物
館
は
じ
つ
に
巨
大
な
博
物
館
で
、
世
界
中
の
文
化
遺

産
を
飽
き
る
こ
と
な
く
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
日
に
一
種
ず

つ
見
て
、
一
年
か
け
て
も
見
つ
く
せ
な
い
ほ
ど
で
す
。
そ
の
せ
い

で
し
ょ
う
か
、
大
英
博
物
館
の
来
館
者
の
半
分
以
上
は
イ
ギ
リ
ス

人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
中
か
ら
の
観
光
客
で
占
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
多
く
は
英
語
を
母
国
語
と
し
な
い
人
た
ち
で
す
か
ら
、
こ

の
あ
た
り
も
、
歴
博
と
状
況
が
大
き
く
異
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
は
、「
古
代
か
ら
現
在
ま
で
」
と

い
う
大
胆
な
タ
イ
ト
ル
に
即
し
、
で
き
る
だ
け
幅
広
い
展
開
を
し

て
い
く
方
針
に
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
古
墳
時
代
の
埴
輪
か
ら
、

現
代
の
陶
芸
作
家
が
作
っ
た
壺
ま
で
、
数
千
年
に
わ
た
る
資
料
を

展
示
し
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
新
し
い
展
示
の
ポ
イ
ン
ト
を
三
点
に
し
ぼ
っ
て
お
話
し

ま
す
。

　

ま
ず
一
番
目
は
、
展
示
品
の
数
を
制
限
し
つ
つ
、
豊
富
な
所
蔵

品
を
幅
広
く
活
用
す
る
こ
と
で
す
。
展
示
す
る
も
の
の
数
を
限
定

す
る
こ
と
は
、
と
て
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
た
く
さ
ん
並
べ
す

図③　お茶の実演をひらいたりする裏千家の茶室(｢和英庵｣)
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ぎ
る
と
逆
効
果
に
な
る
か
ら
で
す
。
か

と
い
っ
て
あ
ま
り
ス
カ
ス
カ
で
も
困
り

ま
す
。
展
示
に
は
適
正
な
ボ
リ
ュ
ー
ム

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

八
百
平
方
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
展
示
室

に
、
常
時
三
百
点
ぐ
ら
い
を
展
示
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

二
番
目
は
、
魅
力
的
な
作
品
を
見

せ
な
が
ら
、
同
時
に
時
代
の
流
れ
を

ス
ト
ー
リ
ー
で
つ
づ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
作
品
が
中
心
に
な
り
ま
す
の
で
、

歴
博
の
よ
う
に
歴
史
の
流
れ
を
細
か
く

網
羅
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
意
味
で
は
中
途
半
端
な
展
示
で
も

あ
り
ま
す
。
と
は
い
え
、
お
見
せ
す
る

美
術
品
や
工
芸
品
の
裏
側
に
、
そ
れ
を

裏
づ
け
る
骨
格
と
し
て
の
歴
史
の
流
れ

を
感
じ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
何
よ
り
き
ち
ん
と
時

代
を
追
っ
て
い
か
な
い
と
、
い
ろ
い
ろ

な
誤
解
を
招
く
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
い
ま
の
方
々
は
、
現
在

と
い
う
時
代
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
過

去
を
ふ
り
返
る
こ
と
が
多
い
気
が
し
ま

す
。
と
く
に
、
若
い
人
た
ち
と
話
す
と
、

そ
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
す
。
で
す

か
ら
、
そ
う
し
た
感
覚
的
な
要
請
に
応
え
る
よ
う
な
展
示
の
仕
方

も
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

近
世
の
部
屋
の
展
示
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
近
世
だ
け
の
問
題
で

は
な
く
、
古
代
、
中
世
、
現
代
の
問
題
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の

だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
今

回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
は
、
同
じ
文
化
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の

は
で
き
る
だ
け
一
緒
に
展
示
す
る
よ
う
努
力
し
ま
し
た
。

　

通
常
、
美
術
館
や
博
物
館
で
は
、
絵
画
と
そ
れ
以
外
の
作
品
と

は
、
別
々
に
展
示
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。
し
か
し
、
私
た
ち

は
で
き
る
だ
け
一
緒
に
展
示
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し

た
方
が
よ
り
わ
か
り
や
す
い
と
考
え
た
た
め
で
す
。

　

三
番
目
は
、
こ
れ
も
ま
た
難
し
く
奥
深
い
問
題
で
す
が
、
い
わ

ゆ
る
美
術
や
マ
テ
リ
ア
ル
・
カ
ル
チ
ャ
ー
と
い
っ
た
物
質
文
化
の

歴
史
の
相
関
関
係
を
探
る
こ
と
で
す
。
私
た
ち
の
展
示
は
い
わ
ゆ

る
美
術
品
、
あ
る
い
は
工
芸
品
が
中
心
に
見
え
ま
す
が
、
決
し
て

そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
考
古
学
史
料
も
あ
れ
ば
、
時
計
の

よ
う
な
実
用
的
な
機
械
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
一
緒
に
展
示
す

る
こ
と
で
、
そ
の
相
関
関
係
か
ら
、
立
体
的
に
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
主
要
作
品
、
目

玉
の
作
品
、
人
の
興
味
を
引
き
そ
う
な
作
品
を
適
切
に
選
び
、
う

ま
く
見
せ
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
わ
か
り
や
す
い
解
説
を
つ
け
る

こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、今
回
も
っ
と
も
工
夫
し
た
点
は
、「
ぺ
ブ
ル
」

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
ペ
ブ
ル
（pebble

）」
と
は
英
語
で
小
石
の

こ
と
で
す
が
、「
飛
び
石
」
と
訳
し
た
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
で
し
ょ

報告2ーー 大英博物館の新しい日本展示

図④　日本展示室の年代順構成
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う
。
通
常
、
博
物
館
や
美
術
館
で
は
、
展
示
物
の
そ
ば
に
写
真

や
解
説
の
パ
ネ
ル
を
置
き
ま
す
。
私
た
ち
も
そ
う
だ
っ
た
の
で
す

が
、今
回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
際
し
て
、「
目
玉
作
品
」
の
前
に
は
、

ペ
ブ
ル
も
あ
わ
せ
て
置
く
こ
と
に
し
た
の
で
す
。
こ
の
ペ
ブ
ル
を

た
ど
っ
て
い
く
こ
と
で
、
時
間
の
な
い
来
館
者
で
も
重
要
な
作
品

を
一
通
り
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
を
作
っ

て
み
ま
し
た
。

　

展
示
室
の
構
成
は
、
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
ほ
ぼ
年

代
順
に
な
っ
て
お
り
、
各
時
代
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
を
出
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
ス
ペ
ー
ス
に
限
界
が
あ
り
、
残
念
な
が
ら
あ
ら
ゆ

る
時
代
の
す
べ
て
の
側
面
を
見
せ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
各

時
代
か
ら
、
そ
の
時
代
を
も
っ
と
も
特
徴
的
に
表
し
て
い
る
テ
ー

マ
を
選
ぶ
し
か
な
い
の
で
す
。

　

私
た
ち
の
展
示
室
は
八
百
平
方
メ
ー
ト
ル
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
対
し
て
、
歴
博
の
展
示
は
ぜ
ん
ぶ
見
よ
う
と
し
た
ら
何
キ

ロ
ぐ
ら
い
歩
く
の
で
し
ょ
う
か
。
四
〜
五
キ
ロ
く
ら
い
あ
り
そ
う

に
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
面
で
も
非
常
に
制
約
が
あ
る
の
で
す
が
、

そ
の
狭
い
ス
ペ
ー
ス
の
中
で
、
で
き
る
だ
け
日
本
の
歴
史
と
文
化

を
大
づ
か
み
に
つ
か
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
努
力
し
て
い
ま
す
。

　

大
英
版
「
四
つ
の
窓
口
」

　

先
ほ
ど
図
④
で
日
本
展
示
室
の
全
体
構
成
に
つ
い
て
少
し
触
れ

ま
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
実
物
の
写
真
を
お
見
せ
し
な

が
ら
、
も
う
少
し
説
明
し
ま
す
。

　

最
初
の
部
屋
は
、「
古
代
・
中
世
」
で
、
縄
文
、
弥
生
、
古
墳

時
代
の
資
料
や
、
中
世
の
信
仰
関
係
の
資
料
な
ど
を
展
示
し
て
い

ま
す
（
図
⑤
）。
ご
覧
の
と
お
り
、
作
品
の
展
示
空
間
と
情
報
提

供
の
空
間
を
分
け
て
い
ま
す
。
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
な
ど
の
情
報
は
、

す
べ
て
手
前
の
傾
斜
台
に
ま
と
め
て
あ
り
ま
す
。
主
要
作
品
、
目

玉
の
作
品
の
前
に
は
、
ペ
ブ
ル
が
置
い
て
あ
り
ま
す
。　
　

　

二
番
目
の
部
屋
は
、「
近
世
」で
す
。
象
徴
的
な
意
味
も
込
め
て
、

侍
の
鎧
を
中
央
に
展
示
し
ま
し
た
（
図
⑥
）。
先
ほ
ど
も
申
し
あ

げ
ま
し
た
が
、
こ
の
部
屋
の
向
か
っ
て
左
側
で
は
「
武
士
、
公
家
、

町
人
」
に
関
す
る
展
示
を
し
て
い
ま
す
。
円
山
応
挙
の
虎
の
屏
風

の
前
に
、
支
配
階
級
が
使
っ
て
い
た
陶
磁
器
や
漆
の
工
芸
品
を
配

し
て
い
ま
す
。

　

私
の
専
門
は
浮
世
絵
な
の
で
す
が
、
大
英
博
物
館
に
は
す
ぐ
れ

た
浮
世
絵
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
中
か
ら
よ
い
作
品
を
選
ん
で
常
設
展
に
使
っ
て
い
ま
す
。
現
在

は
非
常
に
珍
し
い
遊
女
屋
の
屏
風
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
作
品
の

前
に
は
、
女
性
の
身
の
回
り
の
品
や
根
付
、
印
籠
、
扇
子
、
食
事

に
使
う
酒
器
や
食
器
を
一
緒
に
展
示
し
ま
し
た
（
図
⑦
）。

　

本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
「
世
界
へ
の
四
つ

の
窓
口
」
の
展
示
は
、
向
っ
て
右
側
で
す
。「
対
馬
（
朝
鮮
）」「
薩

摩
（
琉
球
）」「
長
崎
（
中
国
）（
オ
ラ
ン
ダ
）」「
松
前
（
ア
イ
ヌ
）」

の
四
つ
の
窓
口
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
ま
す
。　

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
の
目
玉
展
示
作
品
の
「
朝
鮮
通
信
使
絵
巻
」
は

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
際
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
図
書
館
か
ら
お
借

り
し
ま
し
た
。
作
画
年
代
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
意
見
が
あ
る
の

で
す
が
、
十
七
世
紀
後
半
〜
十
八
世
紀
前
半
と
推
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
か
な
り
レ
ベ
ル
の
高
い
美
術
作
品
で
す
。
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図⑤　「古代・中世」の部屋図⑥　「近世」の部屋

　

日
本
と
中
国
と
の
関
係
を
表
す
た
め
、
中
国
の
焼
き
物
な
ど

も
展
示
し
て
い
ま
す
。
日
中
の
文
化
的
な
つ
な
が
り
を
示
す
意
図

で
、
円
山
応
挙
の
花
鳥
画
の
掛
幅
も
同
じ
コ
ー
ナ
ー
に
並
べ
ま
し

た
。
応
挙
は
三
十
代
後
半
に
京
都
で
中
国
の
絵
画
を
学
び
ま
し

た
。
彼
の
細
密
な
作
風
は
、
中
国
画
か
ら
学
ん
だ
技
術
に
忠
実

に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

図
⑧
は
ア
イ
ヌ
関
係
の
展
示
で
す
。
数
年
前
ま
で
大
英
博
物

館
の
中
に
民
族
学
部
と
い
う
部
門
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
組

織
が
変
わ
り
、
こ
の
学
部
に
あ
っ
た
ア
ジ
ア
関
係
の
も
の
を
私
た

ち
が
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ア
イ
ヌ
の
資
料
も
私
が
担
当
し
て
い

ま
す
。
こ
こ
に
お
見
せ
し
て
い
る
の

は
、
ア
イ
ヌ
が
作
っ
た
素
晴
ら
し
い

ア
ッ
ト
ゥ
シ
（
着
物
）
と
、
日
本
人

が
描
い
た
ア
イ
ヌ
人
の
絵
で
す
。

　

図
⑨
は
江
戸
幕
府
成
立
に
関
す
る

展
示
で
す
。
残
念
な
が
ら
、
歴
博
の

「
江
戸
図
屏
風
」
の
よ
う
な
立
派
な
も

の
は
所
蔵
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
貴
重

な
絵
巻
や
屏
風
を
い
く
つ
か
持
っ
て

い
ま
す
。
こ
こ
に
見
え
て
い
る
絵
巻

は
『
隅
田
川
長
流
図
巻
』
と
い
っ
て
、

十
八
世
紀
半
ば
ご
ろ
の
隅
田
川
の
様

子
を
か
な
り
忠
実
に
写
し
た
狩
野
派

の
作
品
で
す
。
徳
川
の
葵
の
紋
が
入
っ

た
焼
き
物
や
、
漆
の
作
品
も
併
せ
て

図⑦　浮世絵や女性の身の回り品などを展示したコーナー

報告2ーー 大英博物館の新しい日本展示
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個
性
的
な
近
・
現
代
展
示

　

最
後
の
部
屋
は
、「
近
・
現
代
」
で
す
（
図
⑩
）。
中
央
に
は
人

間
国
宝
の
方
が
作
っ
た
焼
き
物
な
ど
を
象
徴
的
に
展
示
し
て
い
ま

す
。
三
代
徳
田
八
十
吉
さ
ん
の
「
黎
明
」
と
い
う
作
品
は
非
常
に

人
気
が
あ
り
ま
す
。
と
て
も
モ
ダ
ン
に
見
え
ま
す
が
、
石
川
県
の

伝
統
的
な
陶
磁
器
製
法
を
強
く
意
識
し
、
昔
の
作
り
方
そ
の
ま
ま

の
上
薬
を
使
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
も
、
現
代
か

ら
の
視
点
で
伝
統
を
見
つ
め
る
象
徴
的
な
展
示
で
す
。

　

図
⑪
は
、
明
治
か
ら
現
代
に
至
る
約
百
年
を
概
観
し
た
展
示
で

す
。
す
な
わ
ち
、
幕
末
維
新
、
西
洋
化
、
大
き
な
戦
争
、
敗
戦
、

占
領
統
治
、
そ
し
て
現
代
へ
、
と
い
う
流
れ
に
な
り
ま
す
。

展
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
家
康
の
肖
像
画
や
日
本
の
地
図
と

い
っ
た
関
連
資
料
も
、
で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
く
展
示
し
た
つ

も
り
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
写
真
の
手
前
に
大
き
く
映
っ
て
い
る
の
が
ペ
ブ
ル

で
す
。
ぺ
ブ
ル
は
二
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
右
側

の
茶
色
い
部
分
に
は
、
ご
く
短
文
な
が
ら
文
化
的
あ
る
い
は
歴
史

的
背
景
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
左
側
に
は
目
玉
作
品
の
解
説
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。
各
ペ
ブ
ル
は
こ
の
二
つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ
、

目
玉
作
品
を
見
な
が
ら
、
歴
史
的
な
背
景
を
ざ
っ
と
つ
か
め
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

図⑧　平沢屏山「蝦夷島奇観」（19世紀後半〈明治期〉　ＪＡ1948．7－10．08(1)）

図⑧　アイヌ人が作ったアットゥシ
(着物　1800年代　Ａs1885．12－19．19)

図⑨　江戸幕府の展示コーナー。『隅田川長流図巻』や葵の紋が入った焼き物など
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図
⑫
は
、
被
爆
し
た
ヒ
ロ
シ
マ
を
説
明
す
る
資
料
の
一
つ
で
す
。

ひ
ど
い
被
害
を
受
け
た
写
真
な
ど
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
町

の
地
図
か
ら
も
、
深
い
意
味
を
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う

と
信
じ
て
い
ま
す
。

 
「
個
性
の
解
放
」
と
題
し
て
、
戦
後
復
興
期
か
ら
七
〇
年
代
に
か

け
て
の
芸
術
を
展
示
し
た
コ
ー
ナ
ー
も
あ
り
ま
す
。
図
⑬
は
私
が

非
常
に
好
き
な
作
品
の
一
つ
で
、
一
九
六
〇
年
代
に
版
画
家
の
野

田
哲
也
さ
ん
が
自
分
の
奥
さ
ん
を
モ
デ
ル
に
し
て
作
っ
た
シ
ル
ク

ス
ク
リ
ー
ン
で
す
。
野
田
さ
ん
は
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
間
も
な
い
時
期

に
、
来
館
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
現
代
展
示
の
よ
い
点
は
、
生

き
て
い
る
作
家
ご
本
人
に
お
会
い
し
て
、
い
ろ
い
ろ
お
話
を
聞
く

こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
つ
き
ま
す
。

　

映
画
や
漫
画
に
つ
い
て
の
展
示
も
し
て
い
ま
す
。
日
本
の
映

画
や
ア
ニ
メ
が
世
界
的
評
価
を
得
て
い
る
の
は
周
知
の
と
こ
ろ
で

し
ょ
う
。
美
術
工
芸
作
品
に
限
ら
ず
、
こ
う
し
た
大
衆
文
化
を
展

示
に
加
え
る
こ
と
も
、
日
本
に
つ
い
て
よ
り
よ
く
知
っ
て
い
た
だ

く
方
法
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
昨
年
か
ら
積
極
的
に
、
東
松
照
明
さ
ん
の
「
お
お
！
新

宿
」
な
ど
写
真
作
品
も
展
示
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
芸
術
的
な

写
真
は
歴
史
や
文
化
、
政
治
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
包
含
し
て

い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
き
た
い

図⑩　「近・現代」の部屋

図⑪　明治から現代までの100年を概観したコーナー

報告2ーー 大英博物館の新しい日本展示
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と
思
い
ま
す
。
一
九
六
八
年
の
学
生
運
動
の
写
真
で
、
当
時
は
新

宿
で
こ
の
よ
う
な
デ
モ
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
博
物
館
の
展
示
と
い
う
の
は
、
宗
教
、
経
済
、

政
治
、
い
ろ
い
ろ
な
要
素
を
、
歴
史
の
流
れ
と
関
係
さ
せ
な
が
ら

上
手
に
見
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
い
へ
ん
難
し
い
こ
と
で

す
が
、
多
く
の
課
題
を
克
服
し
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と

思
い
ま
す

　

私
ど
も
大
英
博
物
館
で
は
、
日
本
展
示
室
の
常
設
展
と
並
行
し

て
、
特
別
展
示
室
で
も
日
本
関
係
の
特
別
展
を
順
次
開
催
し
て
い

く
予
定
で
す
。
去
年
の
夏
は
国
立
近
代
美
術
館
か
ら
伝
統
工
芸
作

品
を
お
借
り
し
て
、特
別
展
を
開
催
し
ま
し
た
。
タ
イ
ト
ル
は「
わ

ざ
の
美
展
」
で
す
。
多
く
の
方
に
お
い
で
い
た
だ
き
、
非
常
に
好

評
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、歴
史
的
な
常
設
展
と
並
行
し
な
が
ら
、

美
術
を
中
心
と
し
た
特
別
展
も
定
期
的
に
や
っ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
展
示
を
作
る
に
あ
た
っ
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
専

門
家
に
意
見
や
力
を
お
借
り
し
ま
し
た
。
歴
博
の
方
々
に
も
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
提
起
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
陰
さ
ま
で
、
ど

う
や
ら
無
事
に
展
示
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
こ

れ
か
ら
も
定
期
的
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
い

て
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
外
部
の
方
の
力
を
お
借
り
す
る
な
ど
し
て
、
ど
ん
ど
ん

展
示
ス
ト
ー
リ
ー
を
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
展
示
だ
け
で
な
く
、
ラ
イ
ブ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
芸
術
家

図⑬　戦後の芸術を展示したコーナーより、野田哲也氏の版画
　　　「日記　1968年5月3日」（ＪＡ1987．3－16．0198）

図⑫　被爆したヒロシマの様子を示す地図(ＪＡ2006．3－20．01)

人間文化研究機構
white

人間文化研究機構
noda_tetsuya
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の
実
演
な
ど
、
展
示
と
連
動
す
る
イ
ベ
ン
ト
も
い
ろ
い
ろ
企
画
し

て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
展
示
室
の
説
明
ラ
ベ
ル
に
つ
い
て
ひ
と
こ
と
申
し
ま
す

と
、
通
訳
の
関
係
で
、
現
在
は
ご
く
簡
単
な
も
の
に
し
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
大
英
博
の
来
館
者
は
半
分

以
上
が
英
語
圏
以
外
の
方
々
で
す
。
簡
単
な
言
葉
を
使
わ
な
い
と

意
味
が
通
じ
に
く
い
の
で
す
。
翻
訳
で
大
事
な
こ
と
は
、
で
き
る

だ
け
言
葉
を
磨
い
て
簡
潔
に
内
容
を
伝
え
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、デ
ジ
タ
ル
技
術
の
進
化
に
よ
り
、作
品
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
に
は
た
く
さ
ん
の
情
報
を
入
れ
て
い
ま
す
。
最
近
、
大
英
博
物

館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
一
般
に
公
開
さ
れ
ま
し
た
。
去
年
は
絵
画

や
版
画
作
品
に
つ
い
て
公
開
し
、最
近
、立
体
作
品
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
に
つ
い
て
も
公
開
し
ま
し
た
。
現
段
階
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は

誤
り
も
あ
っ
て
完
璧
で
は
な
い
の
で
す
が
、
日
進
月
歩
で
充
実
さ

せ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
学
芸
員
と
し
て
私
が
痛
切
に
感
じ
て
い
る
問
題
を
一

つ
申
し
あ
げ
ま
す
。
そ
れ
は
、
作
品
の
保
存
も
含
め
て
、
ど
の
よ

う
に
し
て
展
示
替
え
の
ク
オ
リ
テ
ィ
を
維
持
す
る
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
大
英
博
で
は
光
に
弱
く
、
退
色
し
や
す
い
絵
画
や
版
画
作

品
の
保
護
も
か
ね
て
、
年
三
回
、
大
き
な
展
示
替
え
を
し
ま
す
。

そ
の
都
度
都
度
、
作
品
の
修
理
や
展
示
準
備
、
テ
キ
ス
ト
の
執
筆

や
編
集
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
の
打
ち
合
わ
せ
な
ど
を
や
っ
て
い
か
な

い
と
、
新
鮮
で
充
実
し
た
展
示
が
保
て
ま
せ
ん
。
ど
う
や
っ
た
ら

時
間
的
な
制
約
に
煩
わ
さ
れ
ず
に
、
こ
れ
に
取
り
組
ん
で
ゆ
け
る

か
。
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
日
々
考
え
つ
づ
け
て
い
ま
す
。

　

駆
け
足
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
以
上
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
も
し
ロ
ン
ド
ン
に
足
を
運
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ぜ

ひ
私
た
ち
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

報告2ーー 大英博物館の新しい日本展示
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「
朝
鮮
人
来
朝
図
」の

三
つ
の
系
統

久
留
島　

歴
博
第
三
展
示
室
の
「
解
説
の

オ
ッ
サ
ン
」
と
い
わ
れ
て
い
る
久
留
島
で
す

（
笑
）。
第
三
展
示
室
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー

プ
ン
を
機
に
、
何
度
か
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
や
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
は
そ
の
最
後
、
総
ま
と
め
と
し
て
の

意
味
が
あ
り
ま
す
。

　

講
演
を
お
聞
き
い
た
だ
い
て
、
た
ぶ
ん

お
わ
か
り
と
存
じ
ま
す
が
、
課
題
は
ま
だ

た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
と

に
も
か
く
に
も
歴
博
が
新
し
い
一
歩
を
踏

み
出
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
理
解
い
た
だ

け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
は
講
演
が
長
く
な
り
ま
し
て
、
残

念
な
が
ら
残
り
時
間
が
あ
ま
り
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。
パ
ネ
リ
ス
ト
の
先
生
方
に
は
、
か

な
り
し
ぼ
っ
て
お
話
を
い
た
だ
く
こ
と
に

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
講
演
し
て
く
だ
さ
っ
た
ロ
ナ
ル

ド
・
ト
ビ
さ
ん
は
十
年
ほ
ど
前
か
ら
私
た

ち
の
総
合
展
示
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
委
員
を

務
め
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
、
今
回
の
近
世

展
示
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ト
ビ
さ
ん
と
一
緒
に
資
料
調
査
を
し
、

展
示
物
を
吟
味
す
る
過
程
で
、
新
し
い
発

見
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
今
日
は
そ

の
ご
く
一
部
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ
い
た
に

す
ぎ
ま
せ
ん
。
時
間
の
関
係
で
、
先
ほ
ど

の
発
表
で
は
お
見
せ
い
た
だ
け
な
か
っ
た

資
料
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
は

ぜ
ひ
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
紹

介
し
て
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

ト
ビ　

神
戸
市
立
博
物
館
に
、「
朝
鮮
人
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来
朝
図
」
と
呼
ば
れ
る
絵
が
あ
り
、
数
年

前
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
タ
イ
ト
ル

は
便
宜
的
な
も
の
で
、原
作
品
に
は「
朝
鮮
」

「
来
朝
」
と
い
っ
た
文
字
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
の
浮
絵
で
す
。
江
戸
市
中
を
練
り
歩

く
行
列
が
、
遠
近
法
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。

私
は
十
何
年
前
か
ら
こ
れ
ら
の
類
本
、
い

う
な
れ
ば
親
子
関
係
、
親
類
関
係
に
あ
る

絵
の
系
譜
を
作
ろ
う
と
、
一
所
懸
命
追
い

か
け
て
き
ま
し
た
。

　

私
の
見
解
で
は
、
朝
鮮
通
信
使
の
行
列

　

二
つ
め
の
系
統
は
、
天
理
図
書
館
所
蔵

の
一
点
か
ら
名
前
を
も
ら
っ
て
、「
天
理
本

系
」
と
呼
ん
で
い
る
一
群
で
す
（
図
②
）。

福
岡
市
博
物
館
に
も
、
こ
の
系
統
の
行
列

図
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
三
つ
目
の
系
統
が
、
最
近
、
林

原
美
術
館
か
ら
発
表
さ
れ
た
一
作
品
を
中

心
と
し
て
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
で
き
る
「
林
原

本
系
」
で
す
（
図
③
）。
確
実
に
朝
鮮
通
信

使
そ
の
も
の
を
見
て
描
い
た
と
思
わ
れ
る

作
品
群
で
す
。
朝
鮮
時
代
の
成
人
男
性
は

を
描
い
た
も
の
に
は
大
き
く
三
つ
の
系
統

が
あ
り
、一
つ
は
い
ま
言
っ
た
「
神
戸
本
系
」

で
す
（
図
①
）。
こ
の
系
統
の
一
つ
の
特
徴

と
し
て
、
主
役
の
使
者
の
顔
が
真
っ
白
で
、

お
し
ろ
い
を
つ
け
た
稚
児
の
よ
う
だ
と
い

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
装
束
に
は
フ
リ
ル

の
よ
う
な
飾
り
が
つ
い
て
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
絵
画
的
な
表
現
と
し
て
は
、「
お
祭
り

の
唐
人
行
列
」
を
借
用
し
て
描
い
た
と
推

測
さ
れ
ま
す
。
実
際
の
通
信
使
の
行
列
を

見
て
描
い
た
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

図②　「朝鮮人来朝図」（天理大学附属天理図書館蔵）

図①　羽川藤永「朝鮮人来朝図」（神戸市立博物館蔵）

図③　「朝鮮人来朝図」（林原美術館蔵）

パネル・ディスカッション
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ひ
げ
を
そ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
系
統
に
描
か

れ
て
い
る
使
者
も
ひ
げ
を
た
く
わ
え
て
い

ま
す
。
稚
児
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
時
の

触
書
な
ど
を
見
る
と
、
行
列
の
際
は
「
竹

矢
来
」
を
設
け
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
の

で
す
が
、
絵
の
中
に
竹
矢
来
も
描
か
れ
て

い
ま
す
。
間
違
い
な
く
現
実
を
見
て
の
作

画
だ
と
思
い
ま
す
。
東
京
国
立
博
物
館
や

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
、
こ
の
系
統
の
図
が

あ
り
ま
す
。

 

「
朝
鮮
人
来
訪
図
」
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、

世
に
十
三
点
ほ
ど
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ

ら
が
ど
う
い
う
相
互
関
係
に
あ
る
の
か
不

明
で
し
た
が
、
最
近
よ
う
や
く
系
統
が
見

え
て
き
た
気
が
し
て
い
ま
す
。

久
留
島　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
の
う
ち
の
一
部
は
、
現
在
、
歴
博
に
展

示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
覧
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
短
い
時
間
で
す
が
、
岩
淵

さ
ん
、
藤
井
さ
ん
、
ク
ラ
ー
ク
さ
ん
と
、

ご
講
演
な
さ
っ
た
順
番
に
お
話
を
い
た
だ

き
、
最
後
に
共
通
の
テ
ー
マ
で
し
め
た
い

と
思
い
ま
す
。
岩
淵
さ
ん
か
ら
お
願
い
し

ま
す
。

展
示
で
描
き
き
れ
な
い
歴
史

岩
淵　

私
は
藤
井
さ
ん
の
お
話
と
関
わ
る

政
治
史
に
つ
い
て
、
少
し
補
足
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

今
回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
展
示
に
関
し
て
、

二
〇
〇
八
年
の
四
月
に
も
フ
ォ
ー
ラ
ム
を

行
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
、
歴
史

研
究
者
の
高
埜
利
彦
さ
ん
か
ら
、「
朝
幕

関
係
」
の
こ
と
が
あ
ま
り
描
け
て
お
ら
ず
、

歴
史
的
な
「
変
化
」
を
展
示
に
う
ま
く
盛

り
込
め
て
い
な
い
と
い
う
ご
指
摘
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

先
ほ
ど
ト
ビ
さ
ん
か
ら
、
松
平
定
信
を

軸
と
し
て
日
本
像
や
歴
史
が
創
造
さ
れ
た

と
い
う
お
話
を
伺
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
よ

う
な
変
化
の
部
分
が
な
か
な
か
描
き
切
れ

て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
お
叱
り
の
と
お
り

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
私
は

ア
イ
ヌ
展
示
の
部
分
を
少
々
担
当
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
外
部
の
方
か
ら
、

い
っ
た
い
い
つ
の
蝦
夷
地
を
描
く
の
か
、
と

い
う
指
摘
を
受
け
ま
し
た
。
第
一
次
、
第

二
次
の
幕
領
化
や
、
ロ
シ
ア
の
南
下
を
ど

う
入
れ
る
か
な
ど
、
切
り
口
に
よ
っ
て
展

示
は
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
し
か
し
、
限

ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
の
中
で
す
べ
て
を
描
き

切
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
も
、

あ
る
時
期
に
し
ぼ
ら
れ
た
展
示
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
展
示
も
、
十
八
、十
九
世

紀
と
時
間
幅
を
広
く
区
切
っ
た
た
め
、
変

化
を
あ
ま
り
詳
細
に
描
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
人
が
い
る
、
と
い
う
身
分
的

周
縁
論
の
話
は
入
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
人

た
ち
の
動
き
や
歴
史
的
な
変
化
ま
で
は
見

せ
き
れ
な
か
っ
た
と
い
う
認
識
が
あ
り
ま

す
。
今
後
の
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
藤
井
さ
ん
や
ク
ラ
ー
ク
さ
ん
の

ご
指
摘
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
レ
プ
リ
カ
の

使
用
に
つ
い
て
も
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
使
用
に
こ
だ
わ
る
大
英
に

は
、
や
は
り
か
な
わ
な
い
で
す
ね
（
笑
）。

し
か
し
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
展
示
す
る
場
合

は
、
つ
ね
に
保
存
の
問
題
が
つ
い
て
ま
わ

り
ま
す
。
保
存
を
重
視
す
る
た
め
に
た
び

た
び
資
料
を
入
れ
替
え
る
と
、
そ
の
た
び

に
展
示
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
変
わ
っ
て
し
ま

う
と
い
う
せ
め
ぎ
合
い
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
レ
プ
リ
カ
の
使
用
に
つ
い

て
多
少
言
い
訳
め
い
た
こ
と
を
言
い
ま
す

と
、
私
ど
も
の
中
に
は
「
自
分
た
ち
は
戦

前
の
帝
室
博
物
館
と
は
違
う
の
だ
」
と
い

う
意
識
も
あ
る
の
で
す
。
資
料
と
い
う
の

は
、
そ
れ
が
作
ら
れ
た
り
発
見
さ
れ
た
り

し
た
地
域
に
残
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
国

が
収
奪
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
思
い
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
重
要
な

資
料
に
つ
い
て
は
レ
プ
リ
カ
を
作
る
と
い

う
方
針
を
決
め
た
の
で
す
。
変
化
を
ど
う

入
れ
る
か
、
政
治
史
を
ど
う
描
く
か
、
あ
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る
い
は
レ
プ
リ
カ
で
は
な
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

資
料
を
ど
う
出
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
ミ
ニ
企
画
展
示
で
対
応
し
な

が
ら
考
え
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

大
英
博
の
多
言
語
対
応
の
お
話
を
、
先

ほ
ど
伺
い
ま
し
た
が
、
歴
博
で
も
外
国
か

ら
の
お
客
さ
ま
へ
の
サ
ー
ビ
ス
を
考
え
、

主
な
パ
ネ
ル
に
つ
い
て
は
四
か
国
語
で
表

記
し
て
お
り
ま
す
。
日
本
語
、
中
国
語
、

韓
国
語
、
英
語
で
す
。
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
の

番
組
に
つ
き
ま
し
て
は
、「
成
長
す
る
展
示
」

と
し
て
（
笑
）、
発
展
途
上
的
に
進
め
て
い

ま
す
。

　

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
ト
ビ
さ
ん
が
異

人
の
描
き
方
の
問
題
な
ど
表
象
論
に
つ
い

て
お
話
さ
れ
た
の
も
、
興
味
深
く
伺
い
ま

し
た
。
今
回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
展
示
は
絵

画
資
料
を
ベ
ー
ス
に
、
そ
こ
か
ら
ス
ト
ー

リ
ー
を
展
開
す
る
こ
と
を
眼
目
と
し
て
い

ま
す
。
そ
の
点
は
、
か
な
り
慎
重
に
扱
っ

た
つ
も
り
で
す
。
と
く
に
気
を
使
っ
た
の

は
ア
イ
ヌ
の
展
示
で
す
。
ア
イ
ヌ
に
関
し

て
は
、
文
章
も
絵
画
資
料
も
彼
ら
自
身
が

描
い
た
も
の
で
は
な
く
、
和
人
が
描
い
た

も
の
を
使
っ
て
展
示
せ
ざ
る
を
え
な
い
か

ら
で
す
。
こ
れ
は
、
薩
摩
藩
が
描
い
た
絵

が
多
い
琉
球
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い

え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
の
展
示
に

は
、
慎
重
な
問
題
意
識
が
必
要
に
な
る
か

と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ク
ラ
ー
ク
さ
ん
が
最
後
に
お
っ

し
ゃ
っ
た
悩
み
は
わ
れ
わ
れ
に
も
通
じ
る

も
の
が
あ
り
、
お
国
が
違
え
ど
、
キ
ュ
レ
ー

タ
ー
の
苦
悩
は
一
緒
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

本
物
の
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー

藤
井　

私
は
捕
捉
し
て
言
う
こ
と
は
そ
れ

ほ
ど
な
い
の
で
す
が
、
少
し
だ
け
申
し
ま

す
。

　

ク
ラ
ー
ク
さ
ん
の
お
話
に
も
あ
っ
た
よ

う
に
、
博
物
館
は
レ
プ
リ
カ
で
は
な
く
現

物
を
展
示
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
、

改
め
て
強
調
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
は

い
え
、
紙
や
衣
類
な
ど
の
資
料
は
、
光
に

長
時
間
さ
ら
す
と
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ

ど
劣
化
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
の
と

こ
ろ
を
ど
う
ク
リ
ア
す
る
か
は
深
刻
だ
と

思
い
ま
す
。

　

岩
淵
さ
ん
も
先
ほ
ど
言
わ
れ
ま
し
た
が
、

保
存
の
目
的
も
兼
ね
て
入
れ
替
え
で
解
決

し
よ
う
と
す
る
と
、
展
示
の
ス
ト
ー
リ
ー

が
う
ま
く
流
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
手
の
問
題
を
ク
リ
ア
す
る
方
法
が
レ

プ
リ
カ
な
の
で
し
ょ
う
。

　

最
近
の
レ
プ
リ
カ
は
で
き
が
よ
く
、
見

た
目
の
遜
色
は
そ
れ
ほ
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
も
私
が
こ
だ
わ
る
の
は
、
来
館
者

に
は
、
や
は
り
「
現
物
を
見
た
い
」
と
い

う
思
い
が
強
く
あ
る
か
ら
で
す
。
博
物
館

の
側
も
や
は
り
、「
現
物
を
見
せ
た
い
」
と

い
う
思
い
が
強
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
現

在
、
歴
博
で
は
「
江
戸
図
屏
風
」
の
レ
プ

リ
カ
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
年
に
何

回
か
、
現
物
を
見
せ
る
日
を
設
け
て
も
い

い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
ま
っ
た
く
見
せ

な
い
の
で
は
な
く
、
と
き
に
は
展
示
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
な
工
夫
が
あ
っ
て
も
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

久
留
島　

ク
ラ
ー
ク
さ
ん
は
、
ど
う
お
考

え
で
し
ょ
う
か
。

ク
ラ
ー
ク　

先
ほ
ど
の
発
表
で
言
い
尽
く

せ
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
、
若
干
補
い
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

で
は
、
デ
ザ
イ
ン
と
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム

に
、
か
な
り
工
夫
を
凝
ら
し
ま
し
た
。
情

報
の
テ
キ
ス
ト
は
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
が
作
り

ま
す
。
し
か
し
、実
際
の
展
示
は
、キ
ュ
レ
ー

タ
ー
だ
け
で
な
く
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
や
館
の

教
育
担
当
者
（
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン・
オ
フ
ィ
サ
ー
）
な
ど
が
協
力
し
あ
っ
て
、

よ
う
や
く
で
き
あ
が
り
ま
す
。
と
て
も
時

間
が
か
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
覚
悟
の
上

で
や
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

立
体
の
見
せ
方
を
考
え
る
デ
ザ
イ
ナ
ー

の
仕
事
も
大
事
で
す
。
館
の
教
育
担
当
者
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の
学
術
的
な
調
査
研
究
も
重
要
で
す
。
展

示
の
た
め
に
必
要
な
テ
キ
ス
ト
を
私
た
ち

キ
ュ
レ
ー
タ
ー
が
い
か
に
わ
か
り
や
す
く

編
集
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
大
事
で
す
。

こ
の
三
つ
の
要
素
が
ぜ
ん
ぶ
備
わ
ら
な
け

れ
ば
、
よ
い
展
示
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

展
示
を
作
る
途
上
で
も
試
行
錯
誤
が
必

要
で
す
が
、
実
際
に
展
示
を
作
っ
た
後
も
、

来
館
者
が
展
示
を
ど
う
評
価
し
、
ど
の
よ

う
に
と
ら
え
て
い
る
か
と
い
っ
た
こ
と
を
、

ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
で
知
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
を
き
ち
ん
と
や
ら
な
い
と
、
展

示
が
成
功
し
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ

ん
。

　

日
本
展
示
室
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
後
に

行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、
見
学
者
の

平
均
滞
在
時
間
は
約
十
二
分
で
し
た
。
こ

の
数
字
は
大
英
の
中
で
は
悪
い
ほ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
三
〜
四
分

で
出
て
い
っ
て
し
ま
う
展
示
室
も
あ
る
か

ら
で
す
。
し
か
し
、
ど
う
し
た
ら
も
っ
と

長
く
滞
在
し
て
も
ら
え
る
か
、
さ
ら
に
工

夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

歴
博
で
も
、
こ
れ
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
な

ど
で
フ
ォ
ロ
ー
を
な
さ
る
と
思
い
ま
す
が
、

見
学
の
平
均
時
間
や
、
リ
ピ
ー
タ
ー
の
来

館
者
数
な
ど
を
、
ぜ
ひ
教
え
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。

　

な
お
、
本
物
と
レ
プ
リ
カ
の
こ
と
に
つ
い
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て
若
干
つ
け
加
え
た
い
の
で
す
が
、
や
は

り
「
本
物
」
に
は
作
っ
た
人
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
満
ち
て
い
ま
す
。
久
留
島
先
生
は
「
ア

ウ
ラ
」（
一
回
性
、
独
自
性
）
と
い
う
言
葉

を
お
使
い
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
実
物
が

持
っ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
主
張
は
、
レ
プ

リ
カ
と
は
比
べ
物
に
な
り
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
の
日
本
セ
ク
シ
ョ
ン
は
約
三
万

点
の
作
品
を
収
蔵
し
て
お
り
、
絵
画
作
品

だ
け
で
約
四
千
枚
、
浮
世
絵
だ
け
で
も
約

八
千
枚
ほ
ど
所
蔵
し
て
お
り
ま
す
。
展
示

替
え
を
利
用
す
れ
ば
修
理
も
で
き
ま
す
し
、

収
蔵
庫
か
ら
新
し
い
も
の
を
出
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。
仕
事
量
が
増
え
る
の
は
苦
し

い
と
こ
ろ
で
す
が
、
展
示
替
え
も
あ
り
が

た
い
も
の
だ
と
思
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

久
留
島　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

歴
博
の
展
示
ス
ペ
ー
ス
は
、
大
英
博
物
館

の
日
本
展
示
室
よ
り
広
い
と
思
い
ま
す
。

本
格
的
な
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
実
施
し
て

い
ま
せ
ん
が
、
新
し
い
第
三
展
示
室
で
一
日

だ
け
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
お
よ
そ

八
十
人
の
見
学
者
の
平
均
滞
在
時
間
は
約

十
五
分
で
し
た
。

　

私
ど
も
の
博
物
館
で
は
、
第
一
展
示
室

か
ら
順
番
に
見
学
す
る
方
が
ほ
と
ん
ど
で

す
。
そ
の
調
子
で
第
一
展
示
室
か
ら
見
て

こ
ら
れ
る
と
、
第
三
展
示
室
に
来
る
こ
ろ

に
は
す
で
に
一
時
間
半
ぐ
ら
い
た
っ
て
い
ま

し
て
、か
な
り
疲
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
何
が
ど
う
新
し
く
な
っ
た
か

を
説
明
す
る
間
も
な
く
、
十
五
分
ぐ
ら
い

で
帰
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
う
い
う

意
味
で
は
、
歴
博
全
体
の
展
示
の
構
造
も

考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
今
回
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
第

三
展
示
室
だ
け
を
ご
覧
に
な
っ
た
お
客
さ

ま
は
、
平
均
す
る
と
二
時
間
ぐ
ら
い
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
岩
淵
さ
ん
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た

が
、
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
の
番
組
は
九
十
ほ
ど

あ
り
、
す
べ
て
見
る
と
ま
る
ま
る
三
日
ぐ

ら
い
か
か
る
と
思
い
ま
す
。
あ
る
と
き
、
一

週
間
毎
日
来
館
さ
れ
、全
部
見
て
く
だ
さ
っ

た
方
が
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
「
感
想
は
ど

う
で
す
か
？
」
と
伺
っ
た
ら
、「
こ
ん
な
に

多
く
の
情
報
を
見
た
の
は
初
め
て
で
す
。

だ
け
ど
、
た
く
さ
ん
あ
り
す
ぎ
て
何
を
見

た
の
か
忘
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
言
わ
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
（
笑
）。

　

今
回
は
展
示
物
を
か
な
り
減
ら
し
た
つ

も
り
で
す
。
私
が「
減
ら
し
た
」と
言
う
と
、

み
ん
な
が
笑
う
の
で
す
が
、
私
と
し
て
は

か
な
り
減
ら
し
た
つ
も
り
で
す
（
笑
）。
そ

の
代
わ
り
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
や
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
な
ど
を
大
胆
に
使
い
ま
し
た
。
情
報
量

は
も
の
す
ご
く
増
え
て
い
ま
す
。
情
報
量

を
増
や
せ
た
ぶ
ん
だ
け
「
変
化
」
の
問
題

な
ど
も
盛
り
込
み
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
正

直
言
っ
て
、
そ
こ
ま
で
手
が
回
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
岩
淵
さ
ん
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に

今
後
の
大
き
な
課
題
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
み
な
さ
ん
の
共
通
し
た
話
題
と

し
て
、藤
井
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、

「
寛
永
の
代
替
り
」
の
持
つ
意
味
が
近
世
初

期
の
政
治
史
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
展
示
を
つ
く
る
際
、
ト
ビ
先
生

を
は
じ
め
監
修
者
の
先
生
方
と
い
ろ
い
ろ

議
論
を
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
話
し
合
い

の
結
果
、
ま
だ
作
者
が
は
っ
き
り
し
て
い

な
い
「
江
戸
図
屏
風
」
を
イ
ン
デ
ッ
ク
ス

に
使
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
江
戸
図
屏

風
」
の
活
用
は
、
歴
史
を
読
み
直
す
よ
い

機
会
で
あ
っ
た
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
果

た
し
て
こ
れ
で
よ
か
っ
た
の
か
と
い
う
反

省
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
を
、
ト

ビ
さ
ん
に
少
し
補
足
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

規
模
や
動
線
の
再
考

ト
ビ　
「
江
戸
図
屏
風
」
と
い
う
の
は
や

は
り
重
要
な
資
料
で
あ
っ
て
、
他
の
資
料

を
読
む
と
き
も
、「
江
戸
図
屏
風
」
と
関
連

づ
け
な
が
ら
読
ん
で
い
く
と
、
代
替
り
と
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い
う
藤
井
先
生
の
問
題
提
起
に
か
な
り
深

く
入
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
わ

れ
わ
れ
の
多
く
は
、
代
替
り
と
い
う
の
は

新
し
い
将
軍
が
就
任
し
た
こ
と
を
意
味
す

る
と
思
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
う
で
は

な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
藤
井
先
生
が
ご
提

示
な
さ
っ
た
よ
う
に
、
将
軍
が
単
独
の
天

下
人
と
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
権
限
を
手
中

に
お
さ
め
た
経
緯
な
ど
を
考
え
て
い
く
と
、

「
江
戸
図
屏
風
」
は
も
っ
と
存
在
意
義
を
深

め
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　

十
年
く
ら
い
前
に
、
黒
田
日
出
男
先
生

が
「
江
戸
図
屏
風
」
は
単
独
天
下
人
に
な
っ

た
家
光
が
、
御
代
始
め
の
諸
出
来
事
を
記

念
す
る
た
め
に
作
ら
せ
た
と
い
う
、
当
時

と
し
て
は
と
て
も
新
鮮
な
見
解
を
打
ち
出

さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
今
日
の
藤

井
先
生
の
お
話
を
聞
い
て
い
ま
す
と
、「
江

戸
図
屏
風
」
は
む
し
ろ
天
下
人
見
習
い
と

し
て
の
二
十
年
間
を
描
い
た
家
光
の
一
代

記
、
あ
る
い
は
一
代
記
の
前
半
史
と
し
て

見
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
し
た
。
そ
の
意
味
か
ら
考
え
る
と
、
家

光
が
朝
鮮
使
節
を
迎
え
た
こ
と
、
鷹
狩
に

行
っ
た
こ
と
、
増
上
寺
の
父
・
秀
忠
の
廟

舎
へ
参
拝
し
た
こ
と
な
ど
、
描
か
れ
て
い

る
も
ろ
も
ろ
の
で
き
ご
と
に
つ
い
て
、
も
っ

と
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　

話
は
飛
び
ま
す
が
、
歴
博
の
展
示
に
つ

い
て
、
ひ
と
こ
と
苦
言
の
よ
う
な
こ
と
を

述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
い
ま
さ
ら

言
っ
て
も
遅
い
の
で
す
が
、
こ
れ
だ
け
の
レ

プ
リ
カ
や
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

番
組
を
作
る
の
に
は
膨
大
な
資
金
が
必
要

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
と
な
る
と
、
一
、二

年
で
原
価
償
却
し
て
、
次
の
展
示
に
変
え

る
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。「
常
設
」

展
示
と
い
っ
て
も
変
化
す
る
も
の
な
の
で

す
か
ら
、「
固
定
」
展
示
に
な
ら
な
い
よ
う

な
工
夫
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

ま
た
、
大
英
博
物
館
の
日
本
展
示
室
の

平
均
見
学
時
間
は
十
二
分
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
歴
博
で
も
大
差
は
な
く
て
、
非
常

に
短
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
来
館

者
に
博
物
館
の
展
示
を
ど
う
や
っ
て
見
た

ら
よ
い
の
か
と
い
う
指
導
の
よ
う
な
こ
と

も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
も
お
話
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
歴
博

の
展
示
を
原
始
の
第
一
室
か
ら
順
番
に
見

て
い
っ
た
ら
、
近
世
の
こ
ろ
に
は
疲
れ
果
て

て
い
て
、「
も
う
い
い
や
」
と
い
う
気
に
な

る
で
し
ょ
う
。
歴
博
も
そ
の
点
は
十
分
意

識
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
再
考
の
余

地
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

藤
井　

い
ま
、
見
学
者
の
方
が
十
二
分
と

か
、
十
五
分
ぐ
ら
い
し
か
展
示
室
に
お
ら

れ
な
い
と
い
う
話
が
出
ま
し
た
が
、
私
か

ら
見
て
も
、
歴
博
は
大
き
す
ぎ
る
と
思
い

ま
す
。
来
館
し
て
朝
か
ら
晩
ま
で
歩
い
て

い
る
と
、
年
配
者
は
す
ご
く
疲
れ
ま
す
。

で
も
、
め
っ
た
に
来
ら
れ
な
い
と
い
う
思
い

が
あ
る
か
ら
、
と
も
か
く
全
部
見
よ
う
と

必
死
に
な
っ
て
、
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で
回
っ

て
出
て
く
る
と
い
う
結
果
に
な
る
。
私
も

よ
そ
の
国
の
博
物
館
、
美
術
館
で
時
折
そ

う
い
う
こ
と
を
し
て
帰
っ
て
き
ま
す
。
そ

ん
な
状
況
の
中
で
、
み
な
さ
ん
に
「
ち
ゃ

ん
と
見
て
く
れ
」
と
い
う
の
は
な
か
な
か

難
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

大
規
模
博
物
館
と
し
て
歴
博
は
作
ら
れ

た
わ
け
で
す
が
、
先
ほ
ど
来
の
指
摘
の
よ

う
に
、
リ
ピ
ー
タ
ー
の
こ
と
を
考
え
て
ゆ
っ

く
り
見
て
も
ら
う
よ
う
な
工
夫
が
ぜ
ひ
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
一
回
に
見

学
す
る
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
は
、
近
世
一
室
ぐ

ら
い
が
適
当
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
も
多
い

く
ら
い
で
す
。
で
す
か
ら
、
館
に
来
た
人

が
い
つ
も
古
代
か
ら
見
始
め
る
の
で
は
な

く
、「
今
回
は
近
世
だ
け
を
見
て
く
だ
さ
い
」

と
か
、
そ
う
い
う
呼
び
か
け
や
動
線
を
示

し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

　

い
ま
の
展
示
ス
ペ
ー
ス
の
動
線
は
、
ぐ

る
っ
と
回
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

展
示
を
し
て
い
る
限
り
、
う
ま
く
見
て
い

た
だ
く
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
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う
か
。
分
野
ご
と
に
見
学
者
を
取
り
合
い

す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
今
回

は
こ
う
い
う
ふ
う
に
見
て
い
た
だ
け
る
と
、

こ
の
部
分
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
」
と
い
う

よ
う
な
、
案
内
や
工
夫
が
ほ
し
い
。
極
端

な
こ
と
を
言
え
ば
、
従
来
の
よ
う
な
動
線

を
や
め
、
真
ん
中
か
ら
四
方
八
方
の
部
屋

に
入
れ
る
よ
う
な
構
造
と
い
っ
た
こ
と
も
、

次
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
際
に
少
し
お
考
え
い

た
だ
く
と
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

久
留
島　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

館
全
体
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
三
展
示

室
を
皮
切
り
に
、
藤
井
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ

た
よ
う
な
動
線
や
見
方
を
考
え
て
い
く
予

定
で
す
。
ガ
イ
ド
レ
シ
ー
バ
ー
も
第
三
展

示
室
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
合
わ
せ
て
作
り
直

し
、
新
し
い
も
の
で
お
楽
し
み
い
た
だ
け
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。
い
ま
ま
で
の
ガ
イ
ド
レ

シ
ー
バ
ー
と
は
違
い
、
大
英
博
の
ペ
ブ
ル
が

飛
ば
し
て
観
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
飛

ば
し
て
聞
く
こ
と
も
可
能
で
す
。
数
十
分

で
展
示
の
ポ
イ
ン
ト
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
、
実
質
的
な
ガ
イ
ド
レ
シ
ー
バ
ー

を
試
み
て
み
ま
し
た
の
で
、
併
せ
て
利
用

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
第
三
展
示
室
で
は
、
い
ま

子
供
用
パ
ネ
ル
と
い
う
も
の
を
作
っ
て
い

ま
す
。
子
供
用
解
説
と
は
ち
ょ
っ
と
失
礼

な
言
い
方
で
す
が
、
た
い
へ
ん
わ
か
り
や

す
い
内
容
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
ピ
ン
ポ
イ

ン
ト
で
配
置
し
て
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
、

私
た
ち
が
伝
え
た
い
こ
と
の
概
要
が
わ
か

る
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
試

し
て
み
た
感
じ
で
は
、
大
人
の
方
も
読
ん

で
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
際
し
て
、
ト
ビ
さ
ん
か

ら
何
度
も
言
わ
れ
た
こ
と
は
、
複
数
の
動

線
と
、
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
で
き
る
よ
う

な
展
示
を
つ
く
っ
て
く
れ
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
そ
れ
ら
の
課
題
に
、
目
下
少
し
ず

つ
挑
戦
し
て
い
る
状
況
で
す
。
そ
う
い
う

意
味
で
は
、
成
長
し
つ
づ
け
て
い
る
展
示

で
す
の
で
、
長
い
目
で
ご
覧
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
今
回
私
た
ち
は
第
三
展
示
室
に

「
国
際
社
会
の
な
か
の
近
世
日
本
」
と
い
う

ゾ
ー
ン
を
設
け
、
そ
こ
で
、
い
わ
ゆ
る
鎖

国
時
代
の
四
つ
の
口
に
つ
い
て
説
明
し
ま

し
た
。

　

近
世
史
研
究
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
に

朝
尾
直
弘
さ
ん
や
荒
野
泰
典
さ
ん
た
ち
に

よ
っ
て
「
四
つ
の
口
」
論
が
論
じ
ら
れ
、
以

来
、
常
識
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
で
す
か

ら
、
正
直
に
言
っ
て
、
い
ま
さ
ら
二
十
年

前
の
成
果
を
展
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
と
い
う
疑
問
も
多
少
は
あ
り
ま
し
た
。

新
鮮
味
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、

忸
怩
た
る
思
い
が
あ
っ
た
の
も
正
直
な
と

こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、そ
う
は
言
い
な
が
ら
、

「
四
つ
の
口
」
を
き
ち
ん
と
常
設
展
示
し
た

博
物
館
は
日
本
に
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な

い
と
思
い
ま
す
の
で
、
大
き
な
意
味
が
あ
っ

た
と
も
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
先
ほ
ど
も
お
話
に
あ
っ
た
と
お

り
、
適
切
な
表
現
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
今
後
は
、
来
館
者
の
教
育
あ
る

い
は
来
館
者
自
身
の
主
体
的
学
び
と
い
っ

た
こ
と
も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
常
設
展
示
を
運

営
し
て
い
く
者
と
し
て
、
第
三
展
示
室
を

皮
切
り
に
、
試
行
的
な
モ
デ
ル
を
作
っ
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

議
論
し
た
い
こ
と
、
伺
い
た
い
こ
と
は

ま
だ
ま
だ
尽
き
ま
せ
ん
が
、
以
上
の
よ
う

な
と
こ
ろ
で
閉
会
に
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

充
実
し
た
ご
報
告
を
い
た
だ
い
た
こ
と
で
、

私
た
ち
も
ま
た
新
し
い
第
一
歩
を
、
明
日

か
ら
始
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
な
気
が
い

た
し
ま
す
。

　

本
日
は
会
場
に
も
多
く
の
方
に
来
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
み
な
さ
ま
に
は
、
ぜ
ひ

歴
博
を
第
一
展
示
室
か
ら
回
ら
な
い
で
、

第
三
展
示
室
か
ら
ご
覧
い
た
だ
き
（
笑
）、

忌
憚
の
な
い
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
を
ま
た
次
の
糧
に
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

パネル・ディスカッション
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パ
ネ
リ
ス
ト
の
方
々
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。会
場
の
皆
様
も
長
時
間
に
わ
た
っ

て
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
本

日
は
人
間
文
化
研
究
や
日
本
文
化
の
理
解
の

た
め
に
、
博
物
館
を
ど
う
発
展
さ
せ
て
い
く

か
と
い
う
た
い
へ
ん
重
要
な
お
話
を
伺
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
大
英
博
物
館
の
日
本
セ
ク
シ
ョ
ン

を
見
学
さ
れ
る
方
の
半
分
は
英
国
人
で
な
い

外
国
人
、
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
国
の
方

や
ア
ジ
ア
の
方
々
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め

て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
日
本

人
の
見
学
者
は
、
何
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
や
人
間
文
化
研
究
機
構
の
中
に
あ

る
博
物
館
が
、
多
く
の
外
国
の
方
に
観
覧
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
文
化
や
ア
ジ
ア
の

文
化
の
発
信
基
地
に
な
れ
た
ら
と
期
待
し
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
に
て
、
人
間
文
化
研
究
機
構
の
第
八

回
公
開
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
了
い

た
し
ま
す
。

　

な
お
、
来
る
十
月
十
三
日
、
東
京
の
有
楽

町
マ
リ
オ
ン
に
お
き
ま
し
て
、
第
九
回
人
間

文
化
研
究
機
構
公
開
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
行
い
ま
す
。「
源
氏
物
語
一
千
年
記
念
」

に
ち
な
み
、
国
際
源
氏
物
語
研
究
集
会
「
源

氏
物
語
の
魅
力
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
す
。
国

文
学
研
究
資
料
館
が
主
体
と
な
っ
て
開
催
い

た
し
ま
す
。
こ
ち
ら
の
ほ
う
に
も
、
ぜ
ひ
、

ご
参
加
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
本
日

は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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パネリスト略歴

岩淵 令治（いわぶち　れいじ）　

国立歴史民俗博物館歴史研究系准教授
1966 年、東京都生まれ。学習院大学文学部、東京大学大学院人文社会系研究科博士課程。専門は日本近世史で、
とくに近世都市における武家地の研究、近世の「家」および社会集団の研究。
著作物等　『江戸武家地の研究』（塙書房、2004年）／「塀の向こうの神仏――近世都市社会における武家屋敷」（『シ
リーズ都市・建築・歴史』６巻、鈴木博之ほか編、東京大学出版会、2006年）／「八戸藩江戸勤番武士の日常生活
と行動」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 138集、2007年）／「江戸城登城風景をめぐる二つの表象――名所
絵と〈歴史画〉のあいだ」（『別冊　都市史研究　江戸とロンドン』近藤和彦・伊藤　毅編、山川出版社、2007年）

藤井 譲治（ふじい　じょうじ）　

京都大学大学院文学研究科教授
1947年、福井県生まれ。京都大学文学部、京都大学大学院文学研究科博士課程。専門は、日本近世政治史。おもに、
江戸幕府前期の幕府政治を核とした政治史を、将軍・大名関係を重視しつつ、研究を進めている。
著作物等　『江戸幕府老中制形成過程の研究』（校倉書房、1990年）／『徳川家光』（吉川弘文館、1997年）／『江戸
時代の官僚制』（青木書店、1999年）／『幕藩領主の権力構造』（岩波書店、2002年）／「徳川将軍領知朱印状の古
文書学的位置」（『古文書研究』59、2004年）／『大地の肖像――絵図・地図が語る世界』（共著、京都大学出版会、
2007年）／『徳川将軍家領知宛行制の研究』（思文閣出版、2008年）

ロナルド・トビ（Ronald Toby）　

イリノイ大学東アジア言語文化学部教授
1942 年生まれ。コロンビア大学博士課程。専門は日本及び東アジアの近世・近代史で、とくに近世の大衆文
化、17 世紀～19 世紀における日本の外交政策、近世アジアの地域間関係などを研究し、現在では、1550 年～
1850 年の大衆文化における外国の描写、東アジアにおける国際関係史などについて研究活動を行っている。
著作物等　State and Diplomacy in Early-Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa 
Bakufu（Princeton University Press, 1984; Stanford University Press,1991）; with Kuroda Hideo 
Gyoretsu to misemono （Asahi Newspaper Company Publishing, 1994）／ 『日本海学の新世紀２　還流す
る文化と美』（青柳正規と共著、2002年）
　

ティモシー・クラーク（Timothy Clark）

大英博物館アジア部日本セクション長
1959 年、英国、ウェルウィン・ガーデン・シティ生まれ。オックスフォード大学東洋学研究科学士課程、ハーバー
ド大学美術科博士課程。学習院大学に留学経験あり。現在、大英博物館に所蔵する、３万点に及ぶ日本関連資料
の責任者で、専門は江戸時代から明治時代にかけての絵画や版画。
著作物等　Ukiyo-e Paintings in the British Museum（London：British Museum Press,1992）／
「Kunisada and Decadence：The Critical Reception of Nineteenth Century Japanese Figure Prints in 
the West」（『日本近代美術と西洋明治美術学会国際シンポジウム』明治美術学会編、中央公論美術出版、1992
年）／Ready for a close-up：Actor “likenesses ”in Edo and Osaka, in C.A.Gerstle,Kabuki Heroes in the 
Osaka Stage,1780-1830（London：British Museum Press,2005）,pp.36-53（also catalogue entries and 
editing）。

久留島浩（くるしま　ひろし）　

国立歴史民俗博物館歴史研究系教授
東京大学文学部、東京大学大学院人文科学研究科博士課程。専門は日本近世史で、日本近世後期の地域社会の歴
史的性格についての研究、近世社会における儀式・儀礼・祭礼の研究、歴史系博物館の教育プログラムに関する
研究など。
著作物等　『近世幕領の行政と組合村』（東京大学出版会、2002年）／「長崎くんち考――城下町祭礼としての長崎
くんち」（『国立歴史民俗博物館研究報告』103、2003年）／『歴史展示とは何か――歴博フォーラム　歴史系博物館
の現在・未来』（共著、アム・プロモーション、2003年）
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大学共同利用機関法人

人間文化 vol.8
特集
人間文化研究機構 第8回公開講演会・シンポジウム
国立歴史民俗博物館 
第3展示室リニューアルオープン記念

新しい近世史像を求めて
2009（平成21）年3月15日発行

編集・発行人
発行

編集

デザイン

印刷 

表紙写真
国立歴史民俗博物館「国際社会のなかの近世日本」の展示室

資料提供・協力者
㈶林原美術館／長崎歴史文化博物館／沖縄県立博物館・美術館／下関市立長
府博物館／泉涌寺／名古屋市立博物館／神戸市立博物館／天理大学附属天
理図書館／日光東照宮宝物館／野田哲也（順不同・敬称略）

編集後記
　国立歴史民俗博物館（以下、歴博と略）の第３展示室（近
世）が、25年ぶりにリニューアルした。この事業に関わった
一人としては、この限られた展示の場で「新しい近世史像」
がどこまで表現できているのか、いささか心許ない気分であ
る。しかし、展示を準備する過程では、実に多くの研究者の
協力を得ることができた。準備段階で３回、リニューアル・
オープン後に一回、歴博フォーラムを開催し、この30年近く
の研究で変化した近世社会像とはどのようなものなのか、そ
れは「展示」という叙述手段を使うとどのように表象できる
のか、について議論を深めることができたように思う。さらに、
今回のシンポジウムでは、藤井譲治さんから、朝幕関係ある
いは天皇や将軍の位置づけを含めて「政治史」を展示の場に
盛り込むことの意味を学ぶことができた。展示プロジェクト
監修者の一人でもあるロナルド・トビさんからは、「洒落」に
長けた自称「異人」のまなざしを通して、東アジアのなかで
近世社会を観ることの重要さとおもしろさを教わった。時を
同じくして日本展示のリニューアルをした大英博物館のティ
モシー・クラークさんとは、これまでにも展示をめぐって意
見交換をしてきた。大英博でも、近世の対外関係を、「鎖国」
ではなく「四つの口」で示そうとしていると聞いたときには、
そこに並ぶであろう豊かな「実物」資料とほとんど複製しか
ない歴博の展示との違いを思い浮かべて少し落ち込んだが、
日本社会は、近世でさえ東アジアのなかで「孤立していなかっ
たのだ」という展示意図を共有しつつ、実際の展示構成をめ
ぐって双方の特徴を比較できたことの意味は大きい。
　大学共同利用機関である人間文化研究機構にとって、歴博
や民博のような博物館を持つ意味とは何か、に即答すること
は難しい。しかし、展示を構築する過程で多くの研究者と調
査や議論の場を共にし、できあがった展示を前にあらためて
議論をする機会を持つことではじめて、「研究→展示→新たな
研究課題の発見→新しい展示→」という人間文化研究機構な
らではの研究スタイルを確認することができたように思う。
 もっとも、近年の先進的な博物館では、来館者が展示物と対
話することを促し、主体的な学びを重視する。その意味では、
リニューアルでとった新しい「対話」（「対話」への誘い）の試み
がどの程度有効なのか。その検証はこれからの課題である。
 いずれにせよ、展示は「つくったら終わり」ではない。新た
な研究課題を盛り込み、来館者との間でのコミュニケーショ
ンを大切にしつつ、それこそ研究とともに展示も「成長」さ
せたいものである。

久留島浩（国立歴史民俗博物館・教授）

石上英一
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構
〒105-0001
東京都港区虎ノ門4-3-13
神谷町セントラルプレイス 2階
TEL：03-6402-9200（代）
http://www.nihu.jp/

山内編集事務所

緒方裕子

協和リソアート株式会社






